
パ

ラ
マ
ッ
タ
ジ

ヨ

ー
チ
カ
ー

翻
訳
ノ
ー
ト及

ノ

真

介

　
ス

ッ

タ
ニ
パ
ー
タ
（
経
集
・
ン
力
三
［
o
－
Z
号
芸
p
・
以
下
u
リ
コ
と
略
記
）
に
は
二
つ
の

註
釈
書
が
あ
る
。

　
古

い
方
が
ニ
ッ
デ
ー
サ
（
義
釈
　
．
　
N
i
c
l
d
o
s
a
　
．
以
下
之
巳
と
略
記
）
で
、
新
し
い

方
が
パ
ラ
マ
ッ
タ
ジ
ョ
ー
チ
カ
－
（
第
一
義
の
解
a
g
．
　
．
　
I
．
a
r
a
m
a
t
t
h
a
j
o
t
i
k
E
　
．

以
下
「
、
」
と
略
記
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　

N
d
は
舎
利
弗
の
著
作
と
さ
れ
て
い
る
。
　
周
知
の
ご
と
く
こ
の
書
は
o
り
o
の

全
偏

を
註
釈
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
註
釈
し
て
い
る
個
所
は
、
蛇
品
の
三
、

犀
角
経
と
、
義
品
の
十
六
経
と
、
彼
岸
道
品
の
十
八
経
で
あ
る
。

　

N
d
は
S
n
が
現
在
の
形
に
編
集
さ
れ
る
以
前
に
出
来
た
も
の
だ
と
云
わ
れ

る
。
彼
岸
道
品
の
序
を
か
ざ
る
五
十
六
の
偶
が
Z
色
に
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、

彼
岸
道
品
や
義
品
が
「
経
集
」
と
い
う
形
に
編
慕
さ
れ
る
以
工
8
0
の
単
1
経
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

代
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
す
で
に
註
釈
が
施
さ
れ
て
い
た
、
と
み
る
。

　
↓
方
P
j
の
方
は
五
世
紀
の
仏
音
（
B
u
d
c
＝
l
a
g
q
o
：
a
）
の
著
作
で
あ
る
。
　
「
ス

リ
ラ
ン
カ
の
大
寺
の
諸
師
た
ち
が
、
そ
の
名
を
“
l
t
i
m
　
B
u
d
d
h
a
g
o
s
a
と
把
握

　
　
　
　
パ
ラ
マ
ッ
タ
ジ
ョ
ー
チ
カ
ー
　
翻
訳
ノ
ー
ト
（
及
川
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ラ
マ
ノ
タ
　
　
ジ
ヨ
　
チ
カ
　

し
保
持
し
て
い
る
一
人
の
上
座
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
第
一
義
の
解
明
」

，

O
　
S
I
I
註
釈
は
作
ら
れ
た
。
」
－
V
　
I
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

j
の

中
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

と
い

　

さ
て
、
こ
の
稿
で
N
d
と
P
j
を
比
較
し
検
討
す
る
の
だ
が
’
　
S
l
l
に
訳
さ
れ

た
或
る
一
語
に
対
し
て
、
両
者
が
如
何
な
る
釈
義
の
ち
が
い
を
出
し
て
い
る
の

か

を
検
出
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
り
無
駄
な
こ
と
で
あ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
仏
音
三
蔵
が
こ
れ
を
著
し
た
基
本
姿
勢
の
一
つ
は
次
の
文
に

あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
、
　
、

　
　
　

f
こ
こ
で
我
々
は
簡
単
に
語
句
の
意
味
、
文
脈
だ
け
を
註
釈
す
る
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
カ

　
　
よ
う
。
し
か
し
詳
細
は
一
義
釈
」
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
意
趣
を
汲
み
取

　
　
っ

て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
経
に
於
け
る
と
同
様
に
、
他
の
全
て

　
　
の

経
で

も
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
義
釈
」
を
参
照
し
て
詳
細
を
知
っ
て
い

　
　
k
J
　
’
l
’
J
“
i
v
　
4
．
L
）
　
C
　
J
e
　
（
T
a
t
t
h
a
　
f
　
a
i
h
k
h
e
p
a
t
o
　
p
a
d
a
t
t
h
a
s
a
n
i
b
a
r
i
d
h
a
m
a
t
－

　
　
t
a
m
　
e
v
a
　
v
a
i
l
r
p
a
y
i
s
s
，
－
a
n
i
a
，
　
v
i
t
t
h
．
－
a
r
o
　
p
a
n
a
　
N
i
d
d
。
s
e
ぐ
u
t
t
a
l
l
a
y
e
l
l
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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e
v
a
v
c
（
l
i
t
a
b
l
ズ
）
　
　
｝
§
こ
日
G
ピ
三
田
ン
巴
∋
一
己
工
Z
算
ρ
○
く
P
ヨ
芸
二
）
a
，
t
“
t
L
l
i
l

s
a
bba
s
u
ttc
t
　
u
°
）

　
I
、
］
の
著
老
、
仏
音
三
蔵
は
正
に
あ
っ
け
ら
か
ん
と
云
っ
て
の
け
た
。
　
す
な

わ
ち
、
1
っ
1
つ
の
　
S
n
　
g
語
句
に
つ
い
て
の
釈
義
、
意
味
は
Z
巳
に
記
述
さ

れ

て
い
る
こ
と
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
と
。
　
釈
義
に
つ
い
て
は
全
面
的
に
N
d

に

お

ま
か
せ
す
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
往
古
の
人
々
三
嘉
言
）
が
解
釈
し
伝

持

し
格
護
し
て
来
た
一
語
一
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
拡
大
解
釈
し
た

り
、
取
捨
選
択
し
た
り
、
無
視
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
す
な
お
に
全
部
を

受
け
入
れ
よ
う
。
但
し
そ
れ
ら
を
℃
」
の
中
で
く
り
返
し
重
複
し
て
の
べ
る
こ

と
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
と
云
っ
て
い
る
。
　
つ
ま
り
○
ブ
＝
の
一
つ
の
語
に
対
す
る

N
d
と
口
の
釈
義
は
も
と
も
と
か
ら
ま
っ
た
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
逆
に
考
え
る
と
、
仏
音
三
蔵
は
、
　
一
語
一
語
を
註
釈
し
て
ゆ
く

た

め
の
Z
巳
的
な
辞
書
的
な
註
釈
書
を
著
す
た
め
に
こ
の
】
）
〕
を
著
し
た
の
で

は

な
く
、
何
か
ほ
か
の
日
的
を
も
っ
て
こ
れ
を
著
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
う

た
が
っ
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
　
g
i
し
　
I
’
j
で
も
か
な
り
の
ス
ペ
ー
ス
が
語
の
意

味
の
註
釈
に
費
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
註
釈

書
は
次
の
四
つ
の
目
的
を
も
っ
て
成
立
す
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

⑦
教
理
教
法
の
探
究
。
②
字
句
の
解
釈
。
⑤
後
進
の
僧
侶
の
指
導
。
璽
在
家
信

老
へ
の
布
教
。
と
い
う
四
つ
の
日
的
を
も
っ
て
述
作
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
五
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

紀
の
ス
リ
ラ
ン
カ
で
仏
音
三
蔵
が
こ
の
］
、
」
を
著
し
た
時
、
　
往
昔
か
ら
の
義
釈

的

な
註
釈
書
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
一
字
一
句
を
厳
密
に
註
釈
し
て
ゆ
く
や
り

方
を
捨
て
て
、
新
ら
し
い
タ
イ
ブ
の
註
釈
を
う
ち
出
し
た
こ
と
は
、
以
上
の
四

目
的
の
う
ち
の
ど
れ
を
ど
の
よ
う
に
変
革
し
た
の
か
。
両
書
を
通
読
し
た
所
感

を
先
に
の
べ
れ
ば
、
Z
二
は
①
②
に
重
点
を
置
き
、
P
j
は
①
②
を
決
し
て
な
い

が

し
ろ
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
重
点
を
む
し
ろ
③
④
に
移
し
て
い
る
、
と

み

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
L
’
j
と
Z
二
と
が
い
ち
じ
る
し
く
違
う
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

S
　
I
、
j
に
は
起
源
物
語
（
ξ
P
a
三
）
が
あ
る
。

O
　
I
’
j
で
は
語
義
の
註
釈
説
明
三
三
三
二
三
毒
一
柵
】
∨
三
る
）
で
極
力
省
略
（
ア
ξ

　
　
i
h
k
h
v
i
）
n
）
を
行
う
。

日
　
一
、
」
で
は
語
と
語
と
の
つ
な
が
り
、
文
脈
　
（
s
’
（
u
n
b
t
L
n
d
l
i
a
）
及
び
構
文

　
　
（
y
o
j
i
二
）
a
）
の
説
明
に
力
点
を
置
く
。
さ
ら
に
文
法
的
な
解
説
を
加
え
る
。

　

す
な
わ
ち
、
G
面
白
く
興
味
深
く
、
し
か
も
平
明
な
物
語
で
読
者
を
引
き
つ

け
、
口
煩
珀
、
で
難
解
な
註
釈
は
出
来
る
だ
け
避
け
て
、
日
構
文
を
明
確
に
し
て

劣
二

の

偏
文

が
説

こ
う
と
し
て
い
る
核
心
に
せ
ま
ろ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

　
以

上
の

三
点
が

I’j
と
Z
二
の
い
ち
じ
る
し
い
相
違
点
で
あ
る
。



一
起
源
物
語

（u
pp
a
t
t
i
）
に
つ
い
て

　

こ
れ
は
そ
の
偏
な
り
経
な
り
が
説
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
由
来
を
語
る
部
分
で
、

非
常
に

平

易
な
散
文
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
り
Q
＝
自
身
も
そ
の
よ
う
な
散
文
の

部
分

を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
蛇
品
第
四
〇
・
耕
田
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ

経
、
同
品
第
七
・
賎
民
経
、
同
品
第
十
・
ア
ー
ラ
ヴ
ァ
カ
夜
叉
経
な
ど
の
導
入

部
で

あ
る
。
　
こ
の
部
分
は
勺
｝
の
中
で
更
に
詳
し
く
平
易
に
解
説
さ
れ
る
。
そ

の

語

り
口
は
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
散
文
の
部
分
に
酷
似
し
て
い
る
o
こ
の
部
分
に
関

す
る
限
り
、
義
釈
に
み
ら
れ
る
「
煩
墳
」
　
「
定
型
的
」
　
「
無
味
乾
燥
」
な
記
述

と
は
縁
が
遠
い
。
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
、
読
老
の
心
を
捕
え
よ
う
と
す
る

き
く
ま
り

気
配
で
あ
り
、
仏
陀
世
尊
の
す
ば
ら
し
い
神
通
力
を
た
た
え
世
尊
へ
の
純
な
信

仰
と
帰
依
を
う
な
が
す
こ
と
ば
で
あ
り
、
四
向
四
果
に
む
け
て
の
精
進
努
力
を

す
す
め
る
や
さ
し
い
語
り
口
で
あ
る
。
少
々
長
く
な
る
が
、
例
と
し
て
「
耕
作

す
る
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
経
」
の
導
入
部
を
訳
出
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
つ
た
コ
は

　
　

r
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
た
。
あ
る
時
世
尊
は
マ
ガ
ダ
国
の
南
山
に
あ

　

る
二
つ
の
葦
」
と
い
う
、
バ
ラ
モ
ン
村
に
お
い
で
に
な
っ
た
。
丁
度
そ
の

　
頃
は

種

ま
き
の
時
期
で
、
耕
田
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
・
。
バ
ラ
モ
ン
の
五

　
百
ほ

ど
の
鋤
は
牛
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
時
に
世
尊
は
午
前
中
に
着

　
衣

し
て
衣
鉢
を
と
っ
て
、
　
耕
田
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
・
バ
ラ
モ
ン
が

　
　
　
パ
ラ
マ
ッ
タ
ジ
ョ
ー
チ
カ
ー
　
翻
訳
ノ
ー
ト
（
及
川
）

（農
）
作
業
を
し
て
い
る
処
へ
と
近
づ
い
て
行
か
れ
た
。

i
l
l

‡
肇三

　
f
n
の
こ
の
因
縁
物
語
に
対
し
て
、
で
」
は
次
の
よ
う
な
註
釈
を
行
う
。
す
な

わ
ち
、

　
　
　

r私
は

こ
の
よ
う
に
聞
い
た
」
と
い
う
（
句
）
で
耕
田
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ

　
　
ー
ジ
ャ
経
が
（
始
ま
る
。
）
そ
の
“
E
I
来
　
（
u
p
p
a
t
t
i
）
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
す

　
　
な
わ
ち
、
世
尊
は
マ
ガ
ダ
国
の
南
山
に
あ
る
二
つ
の
草
」
と
い
う
バ
ラ

　
　
モ
ン
村
に
住
ん
で
お
ら
れ
て
、
食
前
の
お
務
め
（
p
u
r
e
l
）
h
a
t
t
a
k
i
c
c
a
）
と

　
　
食
後
の
お
務
め
（
p
a
c
e
h
i
三
三
三
ζ
、
声
’
a
）
と
い
う
こ
の
仏
陀
の
二
つ
の
お

　
　
務

め
の
う
ち
’
食
前
の
お
務
め
を
終
え
’
更
に
食
後
の
お
務
め
を
終
え
た

　
　
時
、
仏
眼
で
世
間
を
観
察
な
さ
っ
て
、
耕
田
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
・
バ

　
　

ラ
モ
ン
が
阿
羅
漢
と
な
る
機
根
を
そ
な
え
持
っ
て
い
る
の
を
ご
覧
に
な
り
、

　

　
一
そ
こ
へ
私
が
行
っ
て
話
を
す
れ
ば
、
そ
の
話
が
終
っ
て
説
示
さ
れ
た
法

　
　
を
聞
き
終
っ
て
、
　
こ
の
バ
ラ
モ
ン
は
出
家
し
て
阿
羅
漢
果
を
得
る
だ
ろ

　
　
う
。
」
と
察
知
な
さ
っ
て
、
そ
の
処
へ
出
か
け
て
話
の
き
っ
か
け
を
作
っ

　
　

て
（
彼
に
）
話
を
な
さ
っ
て
、
こ
の
経
を
の
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

こ
こ
で
も
し
「
諸
仏
の
食
前
の
お
務
め
と
は
何
か
r
食
後
の
お
務
め
と

　
　
は

何
か
」
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
次
の
如
く
で
あ
る
。
仏
陀
世

　
　
尊
は

早

朝
に
起
床
な
さ
っ
て
、
自
分
に
奉
仕
し
て
く
れ
る
人
々
を
愛
護
す

　
　

る
た
め
に
、
更
に
は
（
御
自
分
の
）
身
体
を
快
適
に
す
る
た
め
に
も
、
洗

　
　
顔

な
ど
身
体
を
清
め
る
所
作
を
行
っ
て
、
行
乞
の
時
間
が
く
る
と
着
衣
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
l
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腰
帯

を
結
び
、
衣
を
つ
け
鉢
を
と
っ
て
、
あ
る
時
は
一
人
で
、
ま
た
あ
る

時
は

比
丘
僧

団
を
ひ
き
つ
れ
て
村
や
町
へ
托
鉢
に
お
入
り
に
な
る
。
あ
る

時
は

普
通
に

（歩
い
て
）
又
あ
る
時
は
い
ろ
い
ろ
な
神
変
を
行
い
な
が
ら

（托
鉢

を
な
さ
る
）
。
例
え
ば
、
托
鉢
の
た
め
に
（
村
や
町
に
）
お
入
り
に

な
っ
た
救
世
主
（
世
尊
）
の
前
へ
前
へ
と
柔
か
な
風
が
吹
い
て
大
地
を
浄

め
る
。
雨
雲
が
雨
滴
を
放
っ
て
道
の
ほ
こ
り
を
し
ず
め
、
上
方
で
は
天
蓋

と
な
っ
て
（
太
陽
の
光
を
さ
え
ぎ
っ
て
）
く
れ
る
。
又
別
の
時
に
は
風
が

花
々
を
運
ん
で
道
に
ま
き
ち
ら
す
。
上
に
も
ち
上
っ
て
い
る
地
面
は
下
に

さ
が
り
、
下
に
へ
こ
ん
だ
の
は
上
に
あ
が
っ
て
（
平
ら
な
地
面
に
な
る
）
。

歩
を
進
め
る
時
大
地
は
平
地
の
よ
う
に
な
り
、
蓮
花
の
よ
う
な
快
適
な
感

触
が
足
に

伝
わ

っ

て

く
る
。
境
界
標
の
内
側
に
右
足
を
ふ
み
入
れ
た
と
た

ん

に

（世
尊

の
）
身
体
か
ら
六
色
の
光
が
放
出
し
て
、
殿
堂
や
山
の
峯
や

家
々
を
黄
金
色
や
赤
色
が
か
っ
た
色
に
そ
め
て
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
（
輝
き
）

走

り
渡
る
。
象
や
馬
や
鳥
な
ど
は
各
自
の
居
場
所
に
立
っ
て
う
っ
と
り
し

た

様
子
で
鳴
き
声
を
あ
げ
る
。
同
様
に
鼓
や
琴
な
ど
の
楽
器
や
、
人
々
が

身
に
つ
け
て
い
る
荘
・
身
具
も
（
音
を
か
な
で
出
：
e
x
）
。
　
こ
の
よ
う
な
（
不

思
議

な
）
し
る
し
が
現
れ
る
の
で
人
々
t
！
　
1
’
今
日
世
尊
は
こ
こ
に
托
鉢
に

入
っ

て

お

い
で

に
な
っ
た
。
」
　
と
知
る
の
で
あ
る
。
人
々
は
身
だ
し
な
み

を
調
え
香
や
花
な
ど
を
た
ず
さ
え
て
家
を
出
て
i
’
道
の
途
中
ま
で
（
世
尊

を
お
出
迎
え
に
）
行
き
、
世
尊
に
香
や
花
な
ど
を
う
や
う
や
し
く
捧
げ
て

礼
拝

し
、
一
尊
師
よ
、
私
ど
も
に
は
十
人
の
比
丘
を
（
供
養
さ
せ
て
）
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二

さ
い
。
　
私
ど
も
に
は
二
十
人
の
比
丘
を
、
　
私
た
ち
に
は
百
人
の
比
丘
を

（供
養

さ
せ
て
）
下
さ
い
。
」
と
お
願
い
し
て
、
世
尊
の
鉢
も
い
た
だ
い
て
、

坐
所

を
と
と
の
え
、
う
や
う
や
し
く
食
物
を
供
養
し
た
て
ま
つ
る
。
世
尊

は

食
事
を
終
え
て
、
人
々
の
こ
れ
か
ら
の
将
来
の
姿
を
観
察
な
さ
り
、
し

っ

か

り
と
（
三
宝
に
）
帰
依
す
る
人
々
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
法
を
説

き
、
五
戒
を
（
守
る
）
人
々
に
は
そ
れ
に
適
し
た
法
を
説
き
、
預
流
・
一

来
・
不
還
の
果
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
（
得
る
）
人
々
に
は
そ
れ
に
か
な

っ

た
法
を
説
き
、
出
家
し
て
最
勝
の
果
で
あ
る
阿
羅
漢
果
を
（
得
る
）
人

々

に

は

そ
の
人
に
ふ
さ
わ
し
い
法
を
お
説
き
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
（
世

尊
は
）
人
々
を
い
つ
く
し
み
導
き
終
っ
て
坐
を
立
ち
僧
房
に
お
帰
り
に
な

る
。
そ
の
（
僧
房
）
に
設
け
ら
れ
た
す
ぐ
れ
た
仏
陀
の
坐
所
で
あ
る
マ
ン

グ
ラ
・
マ
ー
ラ
（
円
屋
）
に
お
坐
り
に
な
っ
て
、
比
丘
た
ち
が
食
事
を
終

え
て
帰
っ
て
来
る
の
を
お
待
ち
に
な
る
。
や
が
て
比
丘
た
ち
が
食
事
を
終

え
る
と
、
一
人
の
給
仕
老
が
そ
の
こ
と
を
世
尊
に
告
げ
る
。
そ
こ
で
世
尊

1I
！

y
m
l
t
s
　
（
G
a
n
｛
1
1
i
a
k
u
t
i
）
に
お
入
り
に
な
る
c

　
以

上
が

（世

尊
の
）
食
前
（
午
前
中
）
の
お
務
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
c
6
）

べ

ら
れ
て
い
な
い
（
詳
細
）
に
つ
い
て
は
梵
摩
経
の
中
で
の
べ
ら
れ
て
い

る
意
趣
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

さ
て
世
尊
は
こ
の
よ
う
に
食
前
の
お
務
め
を
や
り
終
え
て
呑
房
の
中
の

集
会
室
に
お
坐
り
に
な
り
、
足
を
氾
め
さ
せ
て
か
ら
足
台
の
上
に
（
そ
れ

を
）
置
い
て
、
比
丘
衆
に
教
え
を
説
き
た
も
う
。
　
「
比
丘
た
ち
よ
、
不
放



迫
に

努
め
な
さ
い
。
仏
陀
が
世
に
出
現
す
る
こ
と
は
得
難
く
、
人
間
と
し

て

（生
）
を
受
け
る
こ
と
も
得
難
い
。
瞬
間
を
得
る
こ
と
も
難
し
い
し
、

出
家
す
る
こ
と
も
得
難
く
、
こ
の
世
で
正
法
を
聞
く
こ
と
も
得
難
い
O
」

と
。　

そ
こ
で
比
丘
た
ち
は
世
尊
を
礼
拝
し
て
観
念
修
行
の
÷
R
O
t
｛
　
（
k
a
m
m
a
t
－

仁
グ
騨
巳
〔
r
業
処
）
を
た
ず
ね
る
。
す
る
と
世
尊
は
比
丘
た
ち
の
行
の
力
に

応

じ
て
（
そ
れ
ぞ
れ
に
適
し
た
）
観
念
修
行
の
方
法
を
授
け
て
下
さ
る
。

か

れ

ら
は
観
念
修
行
の
方
法
を
学
び
、
世
尊
を
礼
拝
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
住

所
へ
と
帰
っ
て
行
く
。
あ
る
者
は
森
へ
、
あ
る
老
は
樹
下
へ
’
あ
る
老
は

山

（
谷
・
頗
野
）
な
ど
の
い
ず
れ
か
へ
、
あ
る
者
は
四
大
天
王
の
都
城
へ
、

…
…
及
至
…
…
あ
る
老
は
自
在
天
の
住
所
へ
と
（
帰
っ
て
行
く
）
。
　
そ
こ

で

世
尊
は

香
房
に

入

り
た
ま
い
、
も
し
お
望
み
な
ら
、
右
脇
を
（
下
に
し

て
）
正
念
正
知
し
て
、
し
ば
し
の
間
獅
子
の
よ
う
に
お
休
み
に
な
る
。
さ

て

（
ひ

と
休
み
な
さ
っ
た
後
で
）
か
ら
だ
を
蘇
生
さ
せ
て
立
ち
上
り
、
再

び
世
間
を
観
察
な
さ
る
。
…
…
（
途
中
省
略
）
…
…

　

こ
の
よ
う
に
し
て
こ
の
食
後
（
午
後
）
の
お
務
め
の
中
で
世
間
を
観
察

す
る
（
時
間
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
第
四
部
の
終
り
の
時
に
、
　
（
世
尊
は
）

人
々
が
仏
法
僧
（
の
三
宝
）
に
対
し
て
施
や
戒
や
布
薩
を
行
っ
て
い
る
の

か
、
い
な
い
の
か
、
或
い
は
人
々
が
機
根
を
そ
な
え
て
い
る
の
か
、
い
な

い
の

か

を
観
察
す
る
た
め
に
仏
眼
で
世
間
を
眺
め
渡
し
て
、
耕
田
バ
ー
ラ

ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
・
バ
ラ
モ
ン
が
阿
羅
漢
と
な
る
資
質
を
そ
な
え
て
い
る
の

　
　
パ
ラ
マ
ッ
タ
ジ
ョ
ー
チ
カ
ー
　
自
訳
ノ
ー
ト
（
及
川
）

を
見
て
、
　
一
私
が
行
っ
て
（
彼
に
）
話
を
す
る
と
し
よ
う
、
そ
の
話
が
終

っ

て

（
私

の
）
説
法
を
聞
い
て
、
こ
の
パ
ラ
エ
、
ン
は
（
き
っ
と
）
出
家
し

て

阿

羅
漢
果

を
得
る
だ
ろ
う
」
と
知
っ
て
’
そ
こ
へ
お
い
で
に
な
り
、
話

の

き
っ
か
け
を
作
っ
て
こ
の
経
を
お
の
べ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
一
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
た
。
」
　
云
々
は
尊
老
阿
難
が
第
一
結

集
の

時
に

法
の

結
集
を
主
導
し
て
い
た
尊
者
大
迦
葉
上
座
か
ら
質
問
を
受

け
て
、
五
百
人
の
阿
羅
漢
に
向
っ
て
の
べ
た
も
の
で
あ
る
。
　
：
…
・
（
以
下
省

略
）
：
・
：
・
。

　
以
上
の

よ
う
な
語
り
口
で
　
各
偶
や
各
経
に
一
起
源
物
語
」
已
三
）
ρ
ご
が
つ

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
全
く
平
易
簡
明
な
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
こ

に

は

必

ず
主
人
公
が
出
て
来
て
、
何
か
困
っ
た
こ
と
を
し
た
り
、
何
か
困
っ
た

事
が
起
き
た
り
す
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
世
尊
が
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
或
は
自
ら
覚
っ
て
そ
の
偶
や

経
が
説
示

さ
れ
る
’
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。

　
更
に
　
そ
れ
ら
起
源
物
語
の
内
容
は
人
々
の
日
常
的
な
経
験
か
ら
ス
ト
レ
ー

ト
に
連
想
出
来
る
よ
う
な
場
面
を
設
定
し
、
そ
れ
に
ひ
っ
た
り
の
人
物
を
登
場

さ
せ
て
い
る
。
教
理
を
説
き
、
論
理
を
ふ
り
か
ざ
し
て
読
者
を
理
解
さ
せ
よ
う

と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
読
者
の
視
覚
・
嗅
覚
・
触
覚
な
ど
を
大
切
に
し
て
、

自
分
が
説
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
ら
を
感
覚
的
に
把
握
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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華
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（
7
〔

　

r欲
望
は
か
な
え
ら
れ
る
時
も
あ
れ
ば
か
な
え
ら
れ
な
い
時
も
あ
る
」
と
い

う
こ
と
を
説
く
た
め
に
、
大
洪
水
で
作
物
の
麦
が
流
失
す
る
話
を
出
す
。
は
ぐ

く
み
育
て
た
作
物
が
一
夜
の
豪
雨
で
消
失
し
、
そ
の
場
に
遭
遇
し
て
　
天
を
う

ら
み
地
を
た
た
い
て
な
げ
き
悲
し
む
姿
は
　
現
在
の
イ
ソ
ド
で
も
毎
年
の
よ
う

に

人
々
の
耳
目
に
入
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

し
て
　
自
分
た
ち
が
清
廉
潔
白
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
主
張
し
た
。
王
様

は

警
察
官
を
動
員
し
て
　
外
道
か
ら
賄
賂
を
も
ら
っ
て
ス
ン
ダ
リ
－
女
を
殺
害

し
た
殺
し
屋
を
検
挙
し
　
事
件
の
真
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
事
態
は
逆
転
し
、

人
々

は

外
道
に

対

し
て
一
汚
な
い
や
つ
ら
だ
」
と
土
塊
を
投
げ
つ
け
、
彼
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

上
に

汚
物

を
ま
き
ち
ら
し
た
。
と
o

　

r
悪
い
う
わ
さ
は
　
結
局
　
そ
の
悪
い
う
わ
さ
を
で
っ
ち
あ
げ
　
ま
き
散
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

た
者
た
ち
の
上
に
か
か
っ
て
ゆ
く
。
」
　
こ
と
を
説
く
た
め
に
　
ス
ン
ダ
リ
ー
と

い

う
女
の
話
を
出
す
。
外
道
た
ち
が
仏
陀
や
そ
の
教
団
が
世
の
人
々
に
も
て
は

や

さ
れ
る
の
を
そ
ね
み
、
ね
た
む
。
教
団
を
誹
誘
す
る
た
め
に
、
教
団
を
困
難

な
立
場
に
落
し
入
れ
る
た
め
に
、
デ
マ
を
ま
き
散
す
こ
と
を
計
画
す
る
。
外
道

た

ち
は
ス
ン
ダ
リ
ー
女
を
そ
そ
の
か
し
て
祇
陀
林
の
ま
わ
り
を
う
ろ
つ
か
せ
、

女
が

比
丘

と
逢
う
瀬
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
場
面
を
作
り
、
更
に
は
女

を
殺
し
て
、
そ
の
ぬ
れ
ぎ
ぬ
を
僧
団
に
か
ぶ
せ
た
宣
伝
を
行
う
。
　
「
仏
教
老
た

ち
は
女
た
ら
し
で
人
殺
し
だ
o
」
と
。
こ
の
悪
い
う
わ
さ
に
困
惑
す
る
阿
難
に

対

し
て
世
尊
は
き
っ
ぱ
り
と
対
応
策
を
お
示
し
に
な
る
。

　

「
阿
難
よ
、
　
〈
私
は
持
戒
者
で
す
〉
と
は
っ
き
り
云
い
な
さ
い
。
　
（
悪
評
に

対

し
て
）
ど
の
よ
う
な
処
で
も
　
決
し
て
黙
っ
て
い
て
（
黙
認
）
し
て
は
い
け

な
い
。
　
〈
も
の
を
云
わ
な
け
れ
ば
　
世
間
の
人
々
は
　
愚
者
に
混
じ
り
込
ん
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
9
）

い

る
賢
老
を
識
別
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
は
な
い
が
。
〉
」
と
。

　

こ
の
世
尊
の
こ
と
ば
に
勇
気
づ
け
ら
れ
て
、
比
丘
た
ち
は
　
世
の
人
々
に
対

　

「
視
覚
に

と
ら
わ
れ
て
　
も
の
を
判
断
し
て
は
い
け
な
い
」
こ
と
を
説
く
た

　
（
1
1
）

め
に
　
胸
に
月
光
の
マ
ー
ク
を
持
っ
た
男
を
登
場
さ
せ
る
。
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が

こ
の
男
を
悪
用
し
て
、
イ
ン
ド
中
を
か
つ
ぎ
歩
い
て
、
　
「
こ
の
男
を
拝
め
ば
御

利
益
が
あ
る
。
」
　
と
宣
伝
し
、
金
も
う
け
を
た
く
ら
む
が
、
世
尊
の
前
で
そ
の

月
光
の
マ
ー
ク
が
消
失
し
て
し
ま
う
。
こ
の
世
の
中
に
ち
ょ
っ
と
し
た
瑞
相
を

そ
な
え
持
っ
た
人
間
が
現
わ
れ
る
と
、
た
ち
ま
ち
そ
れ
を
利
用
し
て
金
も
う
け

を
計
る
悪
い
宗
教
家
た
ち
が
群
が
り
、
め
く
ら
の
大
衆
が
御
利
益
を
得
た
い
一

心
で

そ
れ
に
す
が
り
つ
く
。
そ
こ
で
世
尊
が
登
場
し
て
正
邪
の
決
着
を
つ
け
る

た
め
に
　
威
神
力
で
悪
者
ど
も
を
打
ち
く
だ
く
、
と
い
う
語
の
筋
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
2
）

　

そ
の
他
　
例
挙
す
れ
ば
き
り
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
建
築
、
木
材
の
伐
採
、

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

金

工
の

息
子
と
赤
い
火
、
蓮
池
で
遊
ぶ
子
供
達
、
い
ち
じ
く
の
花
（
無
花
果
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

で

娘
の

花
嫁

姿
を
か
ざ
る
話
、
牛
飼
た
ち
が
鳥
や
か
に
の
生
態
を
観
察
し
て
天

　
　
　
　
　
（
1
5
）

気

を
予
知
す
る
話
な
ど
な
ど
「
）
」
の
起
源
物
語
を
少
し
読
み
進
め
て
ゆ
け
ば

当
時
の
イ
ン
ド
や
ス
リ
ラ
ン
カ
で
の
人
々
の
日
常
生
活
が
生
き
生
き
と
よ
み
が



え
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
韻
文
は
人
々
の
口
か
ら
口
へ
、
心
か
ら
心
へ
と
伝
え

ら
れ
て
来
た
が
、
こ
の
散
文
に
出
現
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
ら
も
　
人
々
が

庄
昔
か
ら
　
血
と
肉
と
情
液
と
で
　
引
き
つ
ぎ
　
受
け
つ
い
で
来
た
も
ろ
も
ろ

の

こ
と
ど
も
で
満
ち
て
い
る
。
大
地
に
根
づ
い
て
生
き
て
い
る
沢
山
の
人
み
、
、

動
植
物
、
欲
望
の
う
ず
、
雑
多
な
思
考
、
喜
怒
哀
楽
が
織
り
出
す
さ
ま
ざ
ま
な

姿
が
そ
こ
に
浮
彫
に
さ
れ
て
い
る
。

oo
コ

の

第

五
十
六
伺
は

　
　

I
’
世
の
中
の
い
ず
こ
に
て
も
　
貧
る
こ
と
な
く
　
欺
縞
な
く
　
渇
望
す

　
　
る
こ
と
な
く
　
覆
い
か
く
す
こ
と
な
く
　
（
五
）
濁
と
痴
（
濁
）
を
除

　
　
去

し
て
　
依
著
な
く
　
犀
の
角
の
よ
う
に
　
一
人
と
な
っ
て
歩
め
よ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
〔

で

あ
る
が
　
こ
の
伺
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
起
源
物
語
を
つ
け
て
い
る
。

　
　

「
貧
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
偏
の
由
来
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

　
バ

ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
王
の
料
理
人
が
お
や
つ
を
作
っ
て
　
そ
の
美
し
い
形
を

　
し
た
お
い
し
い
味
の
（
お
や
つ
）
を
（
王
に
）
さ
し
上
げ
た
。
　
（
そ
の
お

　
や

つ

が

す
ば
ら
し
く
上
等
の
出
来
ば
え
だ
っ
た
の
g
y
）
　
r
恐
ら
く
き
っ
と

　
王
様
は

私
に

ご

ほ

う
び
を
下
さ
る
に
ち
が
い
な
い
。
」
　
と
考
え
た
。
そ
の

　

（お
菓
子
）
が
あ
ん
ま
り
よ
い
に
お
い
を
さ
せ
る
の
で
、
王
は
一
．
食
べ
た

　
い

な
あ
」
と
い
う
気
持
を
起
し
、
口
の
中
に
つ
ば
き
が
滲
み
出
て
来
た
。

　
最
初
の
一
口
を
口
に
ほ
う
り
込
ん
だ
だ
け
で
七
千
の
味
覚
の
感
官
に
　
そ

　

　

　

パ

ラ
マ
ッ
タ
ジ
ョ
ー
チ
カ
ー
　
翻
訳
ノ
ー
ト
（
及
川
）

の

甘

露
味
が

ゆ
き
わ
た
っ
た
。
料
理
人
は
「
王
様
は
今
　
私
に
ご
ほ
う
び

を
下
さ
る
だ
ろ
う
」
と
思
っ
た
。
王
も
「
こ
の
料
理
番
は
尊
敬
に
値
す
る

や

つ

だ
一
，
二
思
っ
二
が
、
「
へ
お
い
し
い
）
味
を
味
わ
っ
て
、
更
に
（
料
理

人
を
）
ほ
め
た
り
す
る
と
、
　
〈
こ
の
王
様
は
貧
欲
で
宗
を
む
さ
ぼ
っ
！
’
い

る
〉
と
い
う
悪
い
う
わ
さ
が
立
つ
だ
ろ
う
。
」
と
（
人
々
の
口
を
心
配
し

て
）
何
ら
の
（
お
ほ
め
の
こ
と
ば
も
）
云
わ
な
か
っ
た
。

　
王
が
お

や

つ

を
食
べ
終
る
ま
で
　
料
理
人
は
「
今
（
ご
ほ
う
び
を
）
下

さ
る
だ
ろ
う
、
今
下
さ
る
だ
ろ
う
」
と
思
い
（
続
け
）
た
。
し
か
し
王
は

（
食
い
い
じ
の
張
っ
た
王
様
だ
）
と
悪
口
を
云
わ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て

何
も
（
お
ほ
め
の
こ
と
ば
を
）
云
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
料
理
人
は
「
こ

の

王

様
は
舌
の
感
覚
が
な
い
の
だ
。
」
　
と
考
え
て
、
次
の
日
に
は
　
お
い

し
く
な
い
（
菓
子
）
を
さ
し
上
げ
た
。
王
は
（
そ
の
ま
ず
い
お
菓
子
を
）

食
べ
な
が
ら
、
　
「
今
日
の
こ
の
料
理
人
は
　
ど
な
り
つ
け
　
叱
り
つ
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
や
つ
だ
。
」
　
と
判
断
し
な
が
ら
も
　
前
と
同
じ
よ
う
に

（人
々

の

う
わ
さ
を
）
気
に
し
て
　
（
食
い
し
ん
ぼ
う
だ
）
と
非
難
さ
れ

る
の
を
恐
れ
て
　
何
も
云
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
料
理
人
は
「
王
様
は

お

い

し
い
味
も
ま
ず
い
味
も
　
お
わ
か
り
に
な
ら
な
い
o
」
と
考
え
’
（
王

の

食
事
の
た
め
の
）
経
費
を
全
部
自
分
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
し
ま
い
、

王
に

は
　
何
で
も
か
ん
で
も
（
粗
末
な
）
も
の
を
料
理
し
て
さ
し
上
げ
て

い

る
。
王
は
「
，
あ
あ
、
　
（
こ
の
料
理
人
は
）
何
た
る
守
銭
奴
だ
、
私
な
ど

は

二
万
の

都
市
を
支
配
し
て
い
る
（
大
王
で
あ
る
）
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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守
銭
奴
の

た
め
に
満
足
な
食
事
す
ら
出
来
な
い
。
　
（
全
く
な
さ
け
な
い
こ

と
だ
。
）
」
と
つ
く
づ
く
厭
に
な
っ
て
、
王
位
を
投
げ
捨
て
て
出
家
し
、
観

法
に

は

げ

ん
で
　
避
支
払
の
さ
と
り
を
証
得
し
た
。
と
。

　
以

上
が
第

五
十
六
侶
の

起
源
物
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
食
欲
と
金
銭
欲
と

人

か

ら
ほ
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
欲
、
，
J
の
よ
う
な
最
も
ポ
ピ
・
三
フ
ー
な
欲

を
例
と
し
て
出
し
て
一
，
貧
る
こ
と
」
一
。
一
三
）
ρ
を
説
明
す
る
の
だ
が
、
ス
ト
レ
ー

ト
に
、
論
理
的
に
そ
れ
を
説
く
の
で
は
な
く
、
世
間
能
心
を
気
に
す
る
王
様
と

そ
れ
に
つ
け
込
む
料
理
番
を
登
場
さ
せ
て
、
そ
の
や
り
と
り
の
間
か
ら
感
覚
的

に
「
貧
る
」
と
い
う
こ
と
を
感
得
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
五
十
六
偏
が
の

べ

て
い
る
内
容
は
　
貧
欲
・
欺
購
・
覆
い
か
く
す
こ
と
’
渇
望
．
依
著
な
ど
、

覚
り
を
得
る
道
程
で
克
服
す
べ
き
最
重
要
の
も
の
を
取
り
あ
げ
た
　
次
元
の
高

い

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
次
元
の
高
い
ま
ま
に
解
説
す
る
の
で
は
な
く
、

次

元

を
落
し
て
一
般
の
凡
庸
な
読
者
に
も
す
ぐ
わ
か
る
程
度
の
話
に
し
て
い
る
。

侶
文
の

中
で
は
難
解
な
「
貧
＿
＝
　
1
　
l
o
l
a
と
い
う
語
も
、
散
文
の
中
で
l
o
l
o
　
a
y
－

a
i
h
　
r
．
M
a
j
a
　
r
a
s
a
g
a
r
t
i
k
o
°
F
こ
の
王
様
は
貧
り
で
食
い
し
ん
ほ
う
だ
」
と
な
れ

；kit
　
l
o
l
a
＝
r
a
s
a
g
a
r
u
k
a
が
連
動
し
て
そ
の
意
味
が
よ
く
わ
か
る
仕
掛
に
な
っ

て
い
る
。

　
一
、
∵
P
六
〇
以
下
に
次
の
よ
う
な
話
が
あ
る
。

　
国
を
治
め
る
こ
と
と
、
自
分
の
観
念
修
行
の
板
ば
さ
み
に
な
（
．
て
悩
ん
で
い

ろ
一
人
の
∵
に
俵
が
い
た
。
　
一
．
そ
こ
で
（
工
は
）
ξ
・
え
た
む
　
「
国
を
治
力
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

が
尊
い
の
か
、
そ
れ
と
も
沙
門
法
が
尊
い
の
か
」
と
。
．
更
に
、
　
「
王
位
の
・
楽
は

少
な
く
、
多
く
の
悪
い
こ
と
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
沙
門
法
の
楽
は
広
大
で
、

多
く
の
功
徳
が
あ
り
、
ま
た
最
上
の
人
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
」

と
知
っ
て
、
或
る
大
臣
に
命
令
し
た
o
　
［
お
ま
え
は
こ
の
国
を
法
に
も
と
つ
い

て

正

し
く
統
治
し
な
さ
い
、
決
し
て
不
法
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。
」
　
と
、

一
切
の
（
国
政
を
大
臣
に
）
ま
か
せ
て
、
高
楼
に
の
ぼ
っ
て
よ
く
禅
定
を
修
め

て
　
そ
こ
で
（
毎
日
を
）
過
し
た
。
　
（
王
の
）
顔
を
洗
い
、
歯
を
楊
枝
で
（
み

が

く
）
人
、
食
事
を
運
ん
で
来
る
人
な
ど
の
外
は
誰
も
そ
こ
に
近
づ
く
こ
と
が

出
来
な
い
。
そ
れ
か
ら
半
月
ほ
ど
過
ぎ
た
時
、
王
妃
が
た
す
ね
た
。
「
（
近
頃
）

王

さ
ま
は
遊
園
に
行
く
時
も
、
軍
隊
を
閲
兵
す
る
時
も
、
踊
り
を
見
る
時
も
、

ど
こ
に
も
お
見
え
に
な
ら
な
い
o
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
か
し
ら
」
と
。

（人
々
は
）
王
妃
に
そ
の
わ
け
を
申
し
あ
げ
た
。
か
の
女
は
大
臣
に
使
を
送
っ

X
y
、
　
［
（
大
臣
よ
、
あ
な
た
が
）
こ
の
国
を
ま
か
さ
れ
た
時
、
私
も
（
あ
な
た
に
）

ま
か
さ
れ
た
の
で
す
よ
、
さ
あ
、
私
と
一
諸
に
同
棲
し
て
下
さ
い
な
。
」
　
と
伝

え
た
。
か
の
（
大
臣
）
は
．
両
耳
を
ふ
さ
い
で
「
こ
れ
は
聞
い
て
は
な
ら
な
い
こ

と
ば
だ
」
と
い
っ
て
（
王
妃
の
申
し
出
を
）
拒
否
し
た
．
、
か
の
女
は
二
度
三
度

と
使
を
や
っ
て
’
　
（
そ
の
よ
う
な
大
そ
れ
た
こ
と
を
）
少
し
も
望
ん
で
い
な
い

（大
臣
）
を
脅
迫
さ
せ
た
．
、
　
ご
・
、
し
そ
う
し
な
い
の
な
ら
、
私
は
お
ま
え
の
地

位
も
命
も
奪
（
、
て
や
る
」
と
。
か
の
　
（
大
臣
）
は
恐
怖
に
か
ら
．
g
．
て
一
女
と
い

う
も
の
は
（
ず
い
分
と
）
か
た
く
な
な
も
の
だ
。
い
つ
何
時
　
そ
の
よ
う
に
し

て
（
私
を
〃
、
倶
）
さ
亡
る
か
わ
か
ら
な
い
。
」
　
と
（
思
い
悩
ん
だ
す
え
に
）
或
る



口
　
ひ
そ
か
に
行
っ
て
彼
女
と
工
の
寝
室
で
情
を
結
ん
だ
。
彼
女
は
ふ
く
よ
か

で

　
彼

女
に

触
れ

る
の
は
快
よ
か
っ
た
。
大
臣
は
か
の
女
に
触
れ
た
い
欲
情
に

お

ぼ

れ

て
、
お
っ
か
な
び
っ
ー
り
し
な
が
ら
も
し
げ
し
げ
と
王
の
寝
室
に
通
っ

た
．
次
第
に
自
分
が
そ
こ
の
主
人
で
あ
る
よ
う
な
（
錯
．
寛
し
た
気
持
に
な
っ
て
）

ず
う
ず
う
し
く
、
　
（
人
目
を
は
ば
か
ら
な
い
で
王
の
寝
室
に
）
入
っ
て
行
く
よ

う
に
な
（
．
た
。
　
（
そ
れ
を
見
て
）
王
（
宮
）
の
人
々
は
そ
の
事
態
を
王
に
申
し

上
げ

た
。
王
は
そ
れ
を
信
じ
な
い
。
二
度
三
度
と
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
で
（
1

人
の

家
臣

は
）
か
v
れ
て
　
自
分
の
目
で
（
大
臣
と
王
妃
の
不
倫
の
3
1
場
を
）

見
て
、
全
大
臣
を
集
め
て
（
事
実
を
）
告
げ
た
。
か
れ
ら
は
「
こ
れ
は
王
に
対

す

る
犯
罪
で
あ
る
。
断
手
（
刑
）
に
値
い
す
る
、
断
足
（
刑
）
に
値
い
す
る
。
」

と
、
串
刺
し
の
（
刑
）
に
至
る
ま
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
を
な
ら
べ
た
て
た
。

工
は

一

こ
の
も
の
を
殺
し
た
り
縛
っ
た
り
し
た
時
、
　
（
せ
っ
か
く
修
行
を
積
ん

だ
）
私
に
悩
害
が
起
る
か
も
し
れ
な
い
、
　
（
こ
の
者
の
）
命
を
奪
う
時
、
　
［
生

き
も
の
を
殺
す
な
か
れ
」
と
い
う
戒
を
や
ぶ
る
だ
ろ
う
。
　
（
こ
の
者
の
）
財
産

を
没
収
す
る
時
、
　
「
与
え
ら
れ
ざ
る
も
の
を
取
る
な
か
れ
」
と
い
う
戒
を
や
ぶ

る
だ
ろ
う
。
と
考
え
て
、
　
（
大
臣
た
ち
が
）
な
ら
べ
立
て
た
そ
の
よ
う
な
（
刑

罰
は
全
て
）
や
め
に
し
よ
う
、
こ
の
男
を
私
の
国
か
ら
追
放
せ
よ
」
と
（
命
令

し
た
。
）
…
…
云
々
。

　
全

く
平
易
な
ハ
－
リ
－
語
の
文
章
で
、
よ
ど
み
な
い
記
述
で
あ
る
。
し
か
し

平

易
簡
明
な
語
り
口
の
中
に
覚
り
を
得
る
に
到
る
間
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
バ
ラ
マ
ノ
タ
ジ
ョ
－
チ
カ
ー
　
萢
訳
ノ
ー
ト
（
及
川
）

な
い
大
切
な
事
．
項
が
な
に
げ
な
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
観
念
修
行
と
俗
生

活

を
両
立
さ
せ
る
む
ず
か
し
さ
。
空
閨
の
さ
び
し
さ
に
耐
え
か
ね
た
女
の
欲
情

の

す

さ
ま
じ
さ
。
廿
美
な
肉
体
の
深
み
に
お
ぼ
れ
込
み
、
周
囲
の
目
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
P
く
男
の
姿
。
壁
に
耳
あ
・
リ
障
子
に
目
あ
り
で
、
い
つ
し
か
悪
事

は

露
見

す
る
こ
と
。
八
つ
裂
き
に
し
て
も
た
り
な
い
問
男
へ
の
に
く
し
み
と
刑

罰
を
加
へ
た
と
た
ん
に
破
戒
に
よ
っ
て
く
ず
れ
去
っ
て
し
ま
う
自
ら
の
積
善
の

功

徳
、
情
念
と
理
性
と
の
相
克
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
よ
ど
み
な
く
流
れ
る
よ
う

な
簡
明
な
散
文
の
下
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以

上
、
起
源
物
語
の
例
文
を
見
て
来
た
。
そ
れ
は
終
止
一
貫
し
て
平
易
で
簡

明
で
、
読
者
を
引
き
込
ん
で
ゆ
く
小
説
的
手
法
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
残
念
な

が

ら
Z
二
に
は
起
源
物
語
は
な
い
の
で
こ
れ
ば
か
り
は
比
べ
よ
う
が
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
小
話
の
読
者
は
仏
教
の
教
理
教
法
を
追
い
求
め
る
専
問
家
で
は
な
い

と
思
え
る
。
専
問
家
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
Z
巳
の
方
で
あ
る
。
例
え
ば
大
義
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

第
十
一
闘
譲
経
の
義
釈
か
ら
例
を
と
れ
ば

　
悲
泣
と
愁
と
樫
と
と
い
う
（
句
の
中
で
）
悲
泣
と
は
、
親
戚
を
失
い
、
財

富
を
失
い
、
病
に
よ
っ
て
（
健
康
を
）
失
い
、
　
（
正
）
見
を
失
い
、
又
は
何
れ

か

を
失
い
、
ズ
は
何
れ
か
の
苦
法
に
遭
遇
し
た
者
の
突
・
悲
泣
・
悲
突
・
涕
実

・

笑

歎
・
悲
歎
・
泣
言
・
涕
泣
・
号
泣
・
奨
泣
・
働
突
で
あ
る
。

　

愁
と
は
親
威
を
失
い
、
…
…
苦
法
に
遭
遇
し
た
老
の
愁
・
憂
愁
・
愁
心
・
内

愁
・
内
遍
愁
・
内
熱
・
内
熱
悩
・
心
の
焼
熱
・
憂
・
愁
箭
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
八
号
）

　

云
々

と
の
べ
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
こ
そ
専
門
家
に
ふ
さ
わ
し
い
解
説
で
あ
る
。

　

一
慧

と
は
　
あ
ら
ゆ
る
慧
・
知
解
・
思
択
・
簡
択
・
択
法
・
観
察
・
思
察
・

省
察
・
賢
明
・
善
巧
・
巧
妙
・
弁
別
・
思
念
・
普
観
・
広
慧
・
慧
・
導
者
・
観

（毘
鉢
舎
那
）
・
正
知
・
鞭
・
慧
・
慧
根
・
慧
力
・
慧
刀
・
慧
殿
・
慧
明
・
慧
光

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

・
慧
灯
・
お
．
心
宝
・
不
療
・
択
法
・
正
見
　
で
あ
る
。
」
　
な
ど
と
い
う
註
釈
の
仕

方
は

　
学
識
に

と
已
し
く
、
学
問
を
専
業
と
し
な
い
普
通
の
人
々
に
と
っ
て
は

理
解
す

る
の
も
困
難
で
あ
り
’
読
み
た
く
な
い
も
の
の
第
一
に
挙
げ
て
よ
い
。

N
c
l
は
辞
典
と
し
て
は
　
ま
こ
と
に
す
ば
ら
し
い
o
　
そ
の
釈
義
は
微
細
に
わ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
へ

る
。
と
い
う
こ
と
は
　
即
ち
煩
墳
・
定
型
的
・
無
味
乾
燥
な
の
で
あ
り
、
読
み

も物
と
し
て
は
最
下
級
の
も
の
で
あ
る
。
世
の
中
に
0
8
和
辞
典
を
面
白
い
面
白
い

と
い
っ
て
　
最
初
か
ら
最
後
ま
で
読
み
通
す
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
］
W
ら
一
世
紀
の
ス
リ
ラ
ン
カ
は
未
曾
有
の
飢
饅
と
イ
ン
ド
か
ら
の

侵

略
に

よ
っ
て
国
中
が
混
乱
状
態
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
「
そ
の
時
期
三
P

h
7
t
－
N
i
d
d
e
s
a
　
（
大
’
i
”
g
釈
）
を
知
っ
て
い
る
僧
は
国
中
で
た
っ
た
の
一
人
で
あ
っ

た
。
そ
の
僧
は
性
格
の
よ
く
な
い
人
物
だ
っ
た
。
学
億
兼
備
の
大
上
座
た
ち
は

彼
か
ら
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
を
好
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
　
そ
の
僧
が
死
ぬ
と

そ
の
経
典
が
な
く
な
（
、
て
し
ま
う
の
で
　
仕
方
な
し
に
　
彼
か
ら
そ
れ
を
学
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
と
い
う
記
事
が
あ
る
．
、
こ
の
記
事
は
憩
、
鐘
の
た
め
に

僧

が
バ

タ
バ
タ
と
莞
れ
て
行
っ
た
様
子
を
の
べ
だ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し

て
も
　
義
釈
を
知
る
僧
が
全
島
で
た
だ
一
人
と
い
う
の
は
、
義
釈
が
専
門
的
な

学
僧

の

間
で
も
敬
辻
の
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
は
い
に
い
だ
ろ
う
か
、
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

典
が
口

詞

と
丸
暗
記
で
伝
承
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
こ
の
面
白
く
も
な
い
読
物

を
完
全
に
頭
に
入
れ
る
こ
と
は
　
天
才
的
記
憶
狂
的
変
人
に
し
て
は
じ
め
て
可

能
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

二
　
省
略
（
s
a
i
l
k
h
e
p
a
）
に
つ
い
て

義
品

第

六
　
老

経
の

第
一
偏
の
註
を
比
べ
て
み
よ
う
。
ま
ず
Z
巳
は
、

　
　

「
人

間

の

こ
の
命
は
実
に
短
少
な
り
」
と
い
う
句
の
中
で
、
命
と
は
寿

　
・
存
続
・
持
続
・
維
持
・
動
作
・
活
動
・
護
持
・
命
・
命
根
で
あ
る
。
次

　
の

二
つ
の

理

由
で
命
は
短
少
な
り
。
即
ち
　
O
、
存
続
の
少
な
る
が
故
に

　
命
は

短

少
な
り
。
⇔
、
自
味
（
n
己
の
作
用
）
の
少
な
る
が
故
に
命
は
短

　
少
な
り
。

　
　

O
　
存
続
の
少
な
る
が
故
に
命
は
短
少
な
り
と
は
云
何
。
過
去
心
刹
那

　
　
　
の

（有
情

は
）
巳
に
生
存
せ
し
も
の
に
し
て
、
現
に
生
存
す
る
に
非

　
　
　
ず
’
当
に
生
存
す
べ
き
に
非
ず
。
未
来
心
刹
那
の
（
有
情
は
）
当
に

　
　
　
生

存
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
現
に
生
存
す
る
に
非
ず
、
巳
に
生
存
せ

　

　

　
し
に
非
ず
。
…
…
（
以
下
省
略
）
と
の
べ
は
じ
め
て
、

S
n

八
●
四
侮

　
　
実
に
こ
の
生
合
は
↑
二
い

　
　
百
年
以

内
に
死
ん
で
し
ま
う

　

　

も
し
人
が
そ
れ
以
上
に
生
き
た
と
し
て
も

　
　

結
局
彼
は
老
哀
し
て
死
ん
で
し
ま
う



　
と
い
う
偶
の
註
釈
に
あ
た
r
、
て
、
Z
二
は
南
伝
大
蔵
経
の
八
頁
分
、

十
九
行
を
費
し
て
い
る
。

　
一
方
「
二
の
方
は
ま
こ
と
に
簡
単
で
あ
る
。

穴
に

兀

慢

逼
慢
で
あ
り

ま
ぐ
さ
で
あ
っ
て

肉
食
す
る
こ
と
が

無
作

法

な
者
と
親
し
く
交
わ
る
こ
と
、
こ
れ
が
な

な
ま
ぐ
さ
な
の
で
は
な
い
」

［

こ
こ
で
　
実
に
こ
の
生
命
は
短
い
と
は
　
実
に
こ
の
人
間
の
生
命
は
短

く
少
な
い
。
生
存
の
持
続
が
短
的
で
　
自
味
に
と
ぼ
し
い
か
ら
で
あ
る
、

と
「
矢
の
t
w
l
　
l
　
（
S
　
n
．
　
3
．
　
8
）
に
も
こ
の
意
趣
は
説
か
れ
て
い
る
。
百
年
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
0
）

内
に
死
ぬ
と
は
　
百
年
以
内
に
、
カ
ラ
ラ
な
ど
の
時
に
も
死
ぬ
。
そ
れ
以

上
に

と
は
　
百
年
を
オ
ー
バ
ー
し
て
。
老
衰
し
て
死
ぬ
と
は
　
老
衰
に
よ

っ

て

死
ぬ
。
」

　

P
T
S
本
で
わ
ず
か
の
五
行
で
す
ま
せ
て
い
る
。
Z
（
一
や
そ
の
他
の
註
釈
書

に

出
て
く
る
も
の
は
　
出
来
る
限
り
省
略
し
、
他
の
経
に
類
似
の
も
の
が
出
て

い

る
こ
と
を
暗
示
す
る
に
と
ど
め
て
い
る
。
運
身
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
　
一

語
一
語
の
註
釈
に
心
を
注
い
で
い
る
様
子
は
み
ら
れ
な
い
。
語
句
の
註
釈
を
決

し
て
な
い
が
し
ろ
に
し
て
は
い
な
い
。
か
な
り
の
ス
ベ
ー
ス
を
そ
れ
に
当
て
て

い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
百
％
の
力
を
そ
こ
に
集
中
し
て
い
る
の
で
は
決

し
て
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
、
他
の
文
献
に
出
て
い
る
も
の
は
、
出
て
い
る
文

献
の

名
前
を
明
示
し
て
　
詳
細
は
そ
れ
に
譲
’
．
て
し
ま
う
。
⊃
c
二
二
四
五
伺
は

　
　
　
怒
り
っ
ぽ
く
僑
慢
で
　
頑
迷
で
　
反
抗
的
で

　
　
　
人

を
た
ぶ
ら
か
し
　
嫉
妬
し
　
大
言
壮
語
し

　

　

　

　

パ

ラ
一
、
ッ
タ
ジ
ョ
ー
チ
カ
ー
　
翻
訳
ノ
u
卜
（
及
川
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
1
一

　

こ
の
掲
に
対
す
る
一
、
」
の
註
は
、

　
　
『
「
怒
り
っ
ほ
い
」
は
蛇
経
の
中
で
の
べ
ら
れ
て
い
る
意
趣
（
一
、
j
．
　
p
．
　
1
1
～
）

　
　
を
汲
ん
で
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
［
‘
僑
慢
」
と
は
［
生
ま
れ
に
つ
い
て

　
　
の

僑

り
、
種
姓
に
つ
い
て
の
僑
り
、
無
病
で
あ
る
こ
と
へ
の
僑
り
」
云
々

　
　
の

趣
旨
で
　
分
別
論
の
E
－
“
J
　
（
V
i
l
）
h
a
f
i
g
a
°
　
1
）
．
　
3
4
5
）
説
か
れ
て
い
る
四

　
　
つ
の

（
心
が
）
酔
っ
た
状
態
。
「
頑
迷
」
と
は
か
た
く
な
な
こ
と
。
「
反
抗

　
　
的
」
と
は
反
対
し
て
遮
ぎ
る
こ
と
。
理
屈
を
つ
け
　
手
段
を
弄
し
て
　
三
口

　
　
わ

れ

た
こ
と
に
反
対
し
て
争
い
立
つ
こ
と
。
「
た
ぶ
ら
か
し
」
と
は
　
「
こ

　
　

こ
に
或
る
人
は
　
身
で
悪
い
行
い
を
し
て
…
…
．
二
云
々
の
意
趣
で
　
分
別

　
　
論
の

中
で
（
≦
三
］
m
三
コ
。
p
I
）
．
　
3
5
7
）
分
別
解
釈
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
悪

　
　
行

を
覆
い
か
く
し
て
（
人
を
た
ぶ
ら
か
す
）
こ
と
で
あ
る
。
…
…
云
々
。
』

　
I
、
j
自
身
の
中
で
の
重
複
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
他
の
文
献
と
の
重
複
も
　
出

来
る
だ
け
避
け
て
通
る
。
　
こ
れ
が
P
j
に
於
け
る
　
省
略
二
祭
三
合
。
弓
㊤
の
基

本

姿
勢
で
あ
る
。
　
一
怒
り
っ
ぽ
い
【
は
一
、
」
の
蛇
経
の
註
釈
の
中
で
　
す
で
に

説

明
を
終
っ
た
の
で
そ
れ
を
見
て
下
さ
い
。
　
一
信
慢
」
に
つ
い
て
は
分
別
論
に

出
て
い
る
か
ら
　
こ
こ
で
は
詳
し
く
説
明
い
た
し
ま
せ
ん
．
、
　
一
た
ぶ
ら
か
し
」

も
分
別
論
を
見
て
理
解
し
て
下
さ
い
。
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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E　
a
i
！
k
h
e
p
a
は
「
簡
単
な
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
c
二
の
二
八
五
偏
は

　
　

ニ
ハ
ラ
モ
ン
た
ち
は
家
畜
も
な
く
　
黄
金
も
た
く
　
穀
物
も
な
か
っ
た
、

　
　

（
ヴ

ニ

ー
ダ
の
）
学
習
を
財
産
と
し
　
穀
物
と
し
て
い
た
。
　
清
ら
か

　
　
な
聖
者
と
い
う
財
宝
を
守
っ
て
い
た
。
」

こ
の
゜
偏
に
対
す
る
口
の
註
釈
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
『
次
に
　
第
二
偏
以
下
の
侮
も
簡
単
に
註
釈
し
、
　
，
f
i
O
　
（
D
u
t
i
y
a
g
i
L
t
．
h
f
－
L
，

　
d
i
i
1
i
　
p
i
　
a
y
a
T
i
i
　
s
a
r
i
i
k
h
e
p
a
v
a
i
y
］
a
n
r
L
：
）
　
〈
．
バ
ラ
モ
ン
た
ち
に
は
家
畜

　
は

な
か
っ
た
〉
と
は
　
昔
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
家
畜
を
も
っ
て
い
な
か
っ

　
た
。
か
れ
ら
は
家
畜
を
財
産
と
し
て
持
た
な
か
っ
た
。
　
〈
黄
金
も
穀
物
も

　
（
な
か
っ
た
）
〉
と
は
　
バ
ラ
エ
」
ン
た
ち
に
は
　
黄
金
ど
こ
ろ
か
　
四
銭
の

　
小
銭
す
ら
な
か
っ
た
。
同
様
に
稲
・
米
・
小
麦
な
ど
の
七
殼
や
野
菜
の
類

　
の

農
作
物
す
ら
　
か
れ
ら
に
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
金
銀
を
（
所
有
せ

　
ず
）
放
置
し
　
蓄
財
も
し
な
い
で
　
ひ
た
す
ら
（
ヴ
ニ
ー
ダ
の
）
学
習
を

　
財
産

と
し
穀
物
と
し
て
い
k
，
o
　
（
ヴ
千
一
ー
ダ
）
聖
典
の
研
究
と
い
う
も
の

　
を
　
正
に
自
分
の
財
産
と
し
穀
物
と
し
て
保
持
し
て
い
た
。
又
、
慈
悲
な

　
ど
に
も
と
つ
い
て
生
活
す
る
こ
と
が
最
高
で
あ
り
’
そ
れ
に
従
っ
て
行
動

　
す
る
の
で
　
（
そ
の
よ
う
な
生
活
こ
そ
が
）
聖
者
の
財
宝
と
云
わ
れ
る
の

　
で

あ
る
が
、
そ
の
〈
清
ら
か
な
聖
老
（
の
生
活
）
と
い
う
財
宝
を
守
っ
て

　
い

た
。
〉
常
に
そ
の
修
習
に
努
め
な
が
ら
。
一
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
0

　
一
見
し
て
わ
か
る
通
り
、
ほ
と
ん
ど
u
c
コ
の
偶
文
を
も
う
一
度
く
り
返
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
パ
　
　
　
　
へ

の

べ

た
だ
け
、
つ
ま
り
、
註
釈
ら
し
い
註
釈
を
し
な
い
。
こ
こ
で
の
簡
単
は
行

ヘ

　
　
ゼ
　
　
さ

わ
な
い
と
同
義
語
で
あ
る
。

　
以

上

　
I
、
］
の
註
釈
が
　
ω
起
源
物
語
を
つ
け
て
い
る
こ
と
、
②
語
義
の
註

釈
は

省
略
を
旨
と
す
る
こ
と
を
み
て
来
た
。
さ
ら
に
註
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、

③
い
た
る
と
こ
ろ
で
文
脈
ヱ
p
己
了
〔
三
（
宗
o
と
構
文
望
三
巴
罰
の
説
明
、
更
に
は

パ

ー
リ
ー
語
の
文
法
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
③
の
例
文
に
つ
い
て
は
、
あ
ま

り
に
も
多
い
の
で
　
］
）
i
を
一
読
し
て
い
た
だ
け
ば
明
瞭
な
こ
と
で
あ
る
。
　
要

す
る
に
初
学
者
に
も
よ
く
理
解
出
来
る
よ
う
に
そ
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
’
I
’
j
を
［
n
　
（
）
1
つ
1
つ
の
語
句
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
単
な

る
辞
書
と
し
て
著
作
し
た
の
で
は
な
く
、
辞
書
＋
読
物
、
指
導
書
、
更
に
は
布

教
書
と
し
て
作
製
し
た
意
図
が
読
み
と
れ
る
。

　
I
、
j
は
も
と
も
と
が
セ
イ
u
ン
の
大
寺
に
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
た
「
大
義
疏
一

　
　
　
　
　
　
　
r
2
2
一

M
a
h
i
L
－
a
l
1
h
a
k
a
t
h
i
t
を
種
本
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
大
義
疏
一
は

現
在
散
失

し
て
い
る
の
で
、
　
一
、
二
こ
比
較
の
し
よ
う
が
な
い
の
だ
が
、
　
古
代
セ

イ
ロ
ン
語
で
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
そ
の
本
を
　
仏
音
三
蔵
は
そ
っ
く
り
そ
の

ま
ま
ハ
ー
リ
語
に
翻
訳
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
或
い
は
何
ら
か
の
必

要
に
せ
ま
ら
れ
て
、
　
種
本
を
改
作
し
て
新
ら
し
い
も
の
と
し
て
I
’
j
を
著
し
た

の

だ

ろ
う
か
。

　

と
も
あ
れ
Z
二
と
I
’
i
　
・
こ
を
比
較
し
、
後
者
が
、
平
弓
簡
明
に



と
興
味
を
配
慮
し
て
著
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
判
明
し
た
。
，
J
の
こ
と
は

読
者
の

拡
充

を
願
う
意
図
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
　
一
個
人
の
求
道
的
な
述
作
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
が
如
何
に
難
解
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
人
の
了
解
の
領
域
を
越
え

ぬ

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
通
用
す
る
。
し
か
し
他
人
の
理
解
を
配
慮
す
れ
ば
、

そ
う
は
い
か
な
く
な
る
。
ま
し
て
不
特
定
多
数
の
人
々
に
語
り
か
け
、
理
解
と

賛

同
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
語
り
口
を
平
易
に
し
、
興
味
を
引
く
よ
う
な
ト
ピ

ッ

ク
ス
を
出
し
、
そ
の
内
容
が
読
者
の
利
益
に
直
結
す
る
よ
う
に
気
を
配
ら
ね

ば

な
ら
な
い
。
仏
音
三
蔵
は
正
に
こ
の
点
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
、
こ
の
」
、
j

を
著
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
）

　
同
時
代
に
著
わ
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
」
呂
m
二
＾
2
巨
巴
区
庄
図
に
し
て
・
，
p
　
D
h
a
－

n
i
t
n
a
p
a
d
a
1
二
h
a
k
a
t
h
，
；
L
に
し
て
も
、
語
り
口
は
皆
同
じ
で
あ
る
。

　
仏
立
旦
二
蔵
が
セ
イ
ロ
ン
島
に
来
た
の
は
r
V
l
　
a
h
　
［
L
　
n
a
m
a
王
　
（
4
0
9
－
4
3
1
　
A
．
　
J
）
）

　
　
　
　
　
戸
2
4
）

の

時

代
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
直
前
の
百
年
、
す
な
わ
ち
A
・
D
三
百
年
代
は

セ

イ
ロ
ン
上
座
部
に
と
っ
て
正
に
狂
乱
怒
濤
の
時
代
で
あ
っ
た
。
荒
浪
の
主
体

は

イ
ン
ド
か
ら
来
た
大
乗
仏
教
な
る
も
の
で
あ
る
。
く
c
言
邑
（
P
、
」
、
」
・
・
¢
二
王

（269
＿
2
9
9
　
A
．
　
I
）
）
　
g
時
代
に
く
巳
［
三
一
日
、
鋼
（
古
方
等
部
が
セ
イ
ロ
ン
に
姿
を
現

わ
し
た
の
で
あ
る
。
方
等
部
と
は
大
乗
仏
教
の
も
つ
空
観
・
唯
心
思
想
・
如
来

蔵
・
仏
性
・
楡
伽
三
摩
地
な
ど
の
思
想
の
原
初
的
な
観
念
を
内
蔵
し
た
思
想
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
　

も
っ
た
人
々
の
集
団
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
く
2
p
三
撃
、
竺
三
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

A
l
）
h
a
y
a
g
i
r
i
無
畏
山
寺
を
捉
点
と
し
て
活
動
を
展
開
し
た
。
　
こ
れ
に
対
し
て

上
座
部
は

三
p
ご
日
、
二
■
「
ロ
大
寺
を
拠
点
と
し
、
自
宗
の
権
益
と
命
運
を
か
け

　
　
　
　
　
パ
ラ
マ
ッ
a
．
・
ジ
ョ
ー
チ
カ
：
　
ジ
．
㌦
訳
ノ
－
－
　
－
t
－
　
（
z
Y
k
　
E
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

て
抗
争
し
た
。
大
抵
に
上
座
部
の
勝
利
に
終
っ
て
い
る
。
し
か
し
1
時
期
ブ
、
一
P

言
ξ
コ
辞
F
H
　
（
3
3
・
1
－
3
6
2
　
A
．
D
）
　
g
時
代
に
は
事
態
が
逆
転
し
た
。
イ
ン
ド
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
7
一

米
た

S
a
f
i
g
h
a
n
i
i
t
r
a
と
い
う
憎
は
呪
術
を
用
い
な
が
ら
王
を
教
．
導
し
説
得
し

た
。
王
も
そ
の
僧
に
帰
依
し
、
大
寺
派
を
弾
圧
し
た
。
二
般
大
衆
が
大
寺
（
上

座

部
の
s
t
i
　
D
に
施
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
’
違
反
者
に
は
罰
金
を
課
す
と
い
う

王

令
を
発
布
さ
せ
た
。
上
座
部
の
比
丘
た
ち
は
（
食
料
な
ど
の
生
活
必
需
品
を

断

た
れ
た
た
め
）
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
を
去
リ
ズ
c
ロ
p
言
や
三
ρ
言
Z
p
の
辺
地

に

難

を
さ
け
た
。
九
年
間
の
う
ち
に
大
寺
は
廃
嘘
と
な
っ
た
。
大
寺
の
境
内
に

あ
る
九
階
建
て
の
青
銅
殿
は
と
り
壊
さ
れ
、
そ
の
資
材
は
無
畏
山
寺
（
大
乗
の

拠
点
）
に
新
し
い
建
造
物
を
作
る
た
め
に
利
用
さ
れ
た
。
大
寺
の
境
内
地
は
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

や

さ
れ
て
豆
が
播
か
れ
た
。
」

　
気

位
の

高
い
上
座
部
の
比
丘
た
ち
も
、
こ
の
時
ば
か
り
は
　
飢
の
苦
し
み
の

中
で
惨
憺
た
る
敗
戦
の
味
を
な
め
た
に
ち
が
い
な
い
。
王
を
は
じ
め
と
す
る
外

護
老

た
ち
の
支
援
を
失
っ
た
時
、
霞
を
食
べ
て
は
生
き
て
行
け
な
い
現
実
の
き

び
し
さ
を
骨
の
髄
ま
で
味
わ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
大
乗
の
空
観
に
ふ
れ
た
。
た
と
え
呪
術
的
で
あ
ろ
う
と
も
民
衆
と
親
し
く
接

（
3
）

触

し
．
大
衆
を
救
護
し
て
ゆ
く
大
乗
の
姿
勢
を
み
た
。
利
他
行
・
衆
生
済
度
の

情
熱
が

ど
れ
だ
け
人
々
を
引
き
つ
け
る
か
を
知
っ
た
。
王
の
強
権
に
よ
っ
て
糧

道

を
断
た
れ
、
世
俗
法
の
お
そ
ろ
し
さ
も
わ
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
現
実
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
上
座
部
の
比
丘
た
ち
に
’
自
己
へ
の

反

省
が
起
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
阿
羅
漢
を
目
指
し
て
の
修
行
、
煩
項
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
一



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
八
号
）

教
理
研
究
へ
の
没
頭
は
反
面
、
衆
生
無
視
に
直
結
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
次
の

よ
う
な
話
が
犀
角
経
の
註
に
あ
る

　
比
丘
た

ち
が
托
鉢
の
た
め
に
村
に
入
る
。
す
る
と
村
の
人
々
が
比
丘
に
声
を

か

け
て
く
る
。
比
丘
た
ち
は
そ
れ
に
対
し
て
答
え
て
あ
げ
た
い
し
、
ど
う
か
陸

康
で

い
て

下

さ
い
よ
、
と
村
人
を
祝
福
し
元
気
付
け
Y
あ
げ
た
い
。
し
か
し
そ

う
し
た
途
端
に
自
分
の
観
念
修
行
が
乱
さ
れ
て
し
ま
つ
。
だ
か
ら
（
心
を
鬼
に

し
て
）
村
の
入
口
で
水
が
め
か
ら
水
を
ロ
l
杯
に
含
ん
で
行
乞
し
よ
う
で
は
な

い
　
k
O
　
（
n
の
中
に
水
が
あ
れ
ば
、
会
話
は
不
可
能
に
な
る
）
と
。

　
自
己
の
修
行
と
衆
生
救
済
（
会
話
）
と
い
う
二
律
背
反
の
は
ざ
ま
の
中
に
あ

っ

て
、
し
か
も
生
命
保
持
の
た
め
の
行
乞
と
い
う
ど
う
し
て
も
俗
家
と
接
触
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
に
結
ば
れ
て
、
比
丘
た
ち
は
如
何
に
煩
悶
し
た
こ
と

だ

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
な

　
更
に
も
っ
と
生
ま
生
ま
し
く
云
え
ば
、
外
護
老
の
支
援
を
失
っ
た
時
、
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

や

っ

て

食
べ
て
行
く
の
か
o
　
W
°
R
i
L
h
u
l
a
　
g
記
述
を
借
用
す
る
と

　
　
「
M
a
h
r
t
v
i
h
r
t
r
a
，
　
A
b
h
a
y
a
g
i
r
i
，
　
J
c
t
a
v
a
n
i
，
　
，
　
N
・
t
i
h
i
n
t
a
1
6
，
　
T
i
s
s
a
n
］
a
h
（
－
t
－

　
　
r
E
m
a
　
Q
よ
う
な
根
本
道
場
（
本
山
）
に
は
僧
の
大
共
同
体
が
存
在
し
た
o

　
　
F
a
　
H
i
c
n
　
（
法
顕
）
に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
に
彼
が
セ
イ
ロ
ン
を
訪
れ
た
時
、

　
　
A
b
h
a
y
i
c
　
g
i
r
i
に
k
i
千
人
’
　
M
a
h
a
v
i
h
7
i
r
a
に
三
千
人
、
ヨ
芸
巨
↑
巳
o
に

　
　
二
千
人
の

僧
が
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に
共
同
の
供
給
所
か
ら
食
事
を
受
け

　
　

て
い
る
国
中
の
僧
は
約
六
万
人
、
更
に
王
は
五
千
～
六
千
人
の
僧
に
食
事

　
　
を
供
給
す
る
所
を
市
中
に
設
け
た
と
い
う
。
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

　
常
識
的
に

考
え
る
と
、
敬
虚
な
信
者
が
常
に
つ
o
〔
三
完
プ
p
を
維
持
す
る
た
め

に
、
負
し
い
な
が
ら
も
力
の
及
ぶ
限
り
の
寄
進
を
す
る
（
貧
者
の
一
灯
を
捧
げ

る
）
の
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
は
変
則
的
で
あ
り
、
そ
ん
な
こ
と
で
は
間
に
合

わ

な
い
の
で
あ
る
。
居
住
す
る
僧
の
数
が
数
千
人
に
も
及
ぶ
巨
大
な
僧
院
ψ
ゲ
ニ

個
人
が
私
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
恒
久
的
な
性
格
を

も
つ
収
入
源
が
設
立
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
財
源
が
人
々
に

困
難
を
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
が
根
本
的
に
大
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ

ら
の
恒
久
的
な
財
源
は
大
き
く
四
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
¢
　
±
地
・
田
畑
・
村
落
の
寄
進

　
口

　
貯
水
池
と
用
水
路
の
寄
進

　
日
　
米
・
穀
類
・
金
銭
を
僧
院
に
供
託
す
る
こ
と

　
四

　
租
税
の

賦
課
と
そ
の
徴
集

　
こ
の
記
述
の
通
り
、
五
世
紀
の
セ
イ
ロ
ン
で
は
、
す
で
に
食
べ
る
こ
と
が
一

比
丘
の

個
人
の
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
施
を
す
る
方
も
、
施
を
さ
れ
る

方
も
巨
大
な
物
量
に
な
っ
た
。
教
団
の
主
脳
た
ち
の
苦
悩
も
実
に
こ
の
点
に
あ

っ

た

と
思
わ
れ
る
。

　
ぐ
○
言
ご
牡
ぐ
劉
（
言
と
い
う
邪
魔
も
の
が
出
現
し
て
、
こ
の
教
団
の
命
が
か
か
っ

た
食
糧
源
が
侵
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
命
を
守
る
た
め
に
渾
身
の
力
を
ふ
り

し
ぼ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
時
は
国
王
と
い
う
権
力
を
借
り
て
相

　
　
　
　
（
2
6
ン

手

を
倒
し
た
。
し
か
し
権
力
だ
け
で
真
に
相
手
の
宗
教
を
打
倒
出
来
ろ
の
か
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
W
．
　
R
a
h
u
l
a
　
Q
次
の
こ
と
ば
は
示
唆
的
で
あ
る
。

　
　
　

「
セ

イ
n
ン
　
“
y
　
V
a
i
t
u
l
y
a
k
a
が
活
躍
し
た
時
期
が
、
イ
ン
ド
に
於
て

　
　
大
乗
仏

教

が
い

く
つ
か
の
重
、
要
な
発
展
を
と
げ
た
時
期
と
時
を
同
じ
く
し

　
　

て
い
る
こ
と
は
注
日
に
値
す
る
。
…
…
も
ち
ろ
ん
組
織
さ
れ
た
団
体
と
し

　
　

て
の
／
、
p
三
ニ
ピ
ρ
六
p
又
は
大
乗
仏
教
は
と
辞
プ
勢
、
｛
コ
賓
ロ
の
指
図
の
も
と

　
　
に

政

治
権
力
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
新
し
い
．
要
素

　
　
が

セ

イ
ロ
ン
で
活
動
す
る
時
は
い
つ
で
も
、
ヒ
座
部
の
見
解
や
教
義
に
1
2

　
　
ぼ
す

彼
●
の
影
響
は
根
づ
よ
く
残
り
、
抑
旺
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
時
の

経
過
に

つ
れ

て
、
大
乗
の
も
つ
物
の
考
え
方
や
　
そ
の
実
践
は
　
上

　
　
座
部

の

組
織
の
中
に

徐
々
に
忍
び
込
み
、
そ
れ
が
も
つ
異
見
に
疑
念
を
い

　
　
だ

か

せ

ず

に

　
伝

統
的
な
教
理
の
中
に
受
け
入
れ
ら
れ
合
体
し
て
い
っ

　
　
た
。
一

　
大
乗
に

よ
っ
て
「
仏
教
と
は
人
々
を
救
済
す
る
宗
教
で
あ
る
一
こ
と
を
教
え

ら
れ
知
り
染
め
た
民
衆
の
熱
い
ま
な
ざ
し
が
　
上
座
部
に
も
向
け
ら
れ
た
。
な

ぜ

　
あ
な
た
方
は
自
身
の
観
念
修
行
だ
け
に
専
心
な
さ
る
の
で
す
か
、
な
ぜ
私

ど
も
を
救
っ
て
下
さ
ら
ぬ
の
で
す
か
’
と
。
上
座
部
の
現
場
の
比
丘
た
ち
に
も

白
利
刊
他
の
意
識
の
変
革
が
行
わ
れ
て
行
っ
た
。
自
利
の
観
人
，
心
修
行
に
こ
だ
わ

り
つ
つ
も
、
社
会
の
態
勢
が
い
や
お
う
な
し
に
他
利
の
当
然
性
へ
、
必
然
性
へ

と
比
丘
た
ち
を
引
き
ず
り
込
ん
で
行
く
。

　

単
な
る
推
論
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
五
世
紀
に
セ
v
ロ
ン
で
　
面
白
く
、

簡
明
な
語
り
＝
の
註
釈
書
が
輩
出
し
た
こ
と
に
　
そ
の
時
代
の
　
仏
教
教
団
を

　
　
　
　
　
ハ
ラ
マ
ッ
タ
ジ
ョ
ー
チ
カ
ー
　
剤
訳
ノ
ー
ト
（
及
川
）

含
め
た
社
会
の
あ
り
と
お
ら
ゆ
る
こ
と
ど
も
の
光
と
影
を
見
出
し
た
い
の
で
あ

る
。

（
1
）
　
破
＝
l
d
h
a
n
n
n
a
p
a
j
j
o
t
二
（
〔
／
エ
の
S
パ
釈
ぱ
‥
二
゜
1

（
2
）
　
ソ
T
u
l
a
］
a
s
e
k
e
r
a
．
　
I
）
i
c
t
三
峯
2
。
二
）
二
i
　
I
》
r
o
p
e
r
　
N
n
n
i
e
s
．
V
o
l
．
＝
P
°
7
4
．

（
3
）
三
・
P
’
六
．
り
八
・
十
八
行
目
以
．
卜

（
－
r
）
　
P
j
・
P
・
l
t
　
1
二
∴
．
仁
、
行
n
1
／
．
卜

（
5
）
　
南
伝
、
↓
卜
四
6
・
P
’
、
1
：
ハ
～
’
h
ド
吋
．
兀
・
ゾ
ノ
．
夕
の
，
J
　
．
V
　
t
’
P
°
．
　
　
～

（
6
）
M
・
1
1
・
P
・
．
．
．
L
～
．
円
U
，
一
∴
川
伝
．
ド
一
6
・
ヒ
・
P
一
八
、
、
～
・
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s
）
　
S
l
l
第
七
六
六
偶
、
及
び
三
ぴ
偶
に
好
す
・
？
　
l
。
j
　
C
．
註

（
8
）
　
⊃
c
二
義
口
m
第
．
二
、
奴
心
八
偏
経
、
及
ひ
そ
の
経
に
対
す
る
】
）
〕
の
註

（
9
）
　
A
・
U
・
P
・
五
一
、
南
伝
十
－
〈
　
Y
d
P
：
几
l

（
1
0
）
コ
・
P
・
花
．
一
〇
・
た
行
目
～

（
1
）
　
E
T
i
・
義
口
m
第
四
、
ぷ
理
池
へ
属
経
及
び
そ
の
経
に
対
十
ろ
一
、
」
の
ば
杜

（
1
2
）
　
一
）
∵
P
三
、
蛇
品
第
一
、
蛇
経
第
一
偏
の
註
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）　
P
j
．
P
・
十
五
・
蛇
品
第
一
、
蛇
経
第
二
偶
の
註

（
1
4
）
　
I
、
j
’
P
・
十
九

（
1
5
）
　
I
’
j
・
P
・
二
七

（
1
6
）
　
I
、
j
’
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・
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七

（
1
7
）
南
伝
、
四
十
1
．
1
S
f
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．
P
・
二

（
1
8
）
　
臼
伝
四
十
．
．
一
巻
P
・
一
，
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ヒ
七

（
1
）
　
E
a
m
n
n
t
a
－
p
i
i
g
．
i
｛
c
l
i
k
：
L
　
（
S
H
B
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p
．
　
｛
0
3
．
　
X
V
．
　
I
ん
i
二
h
u
l
u
．
＝
i
g
．
　
t
o
r
）
’
　
o
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B
u
d
d
h
i
s
m
　
i
n

　
（
’
・
．
ン
、
一
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三
7
口
c
。
脚
註
、
2

（
2
0
）
　
烈
二
こ
隅
（
一
》
↓
プ
雫
言
、
I
’
h
e
　
f
i
　
r
s
t
　
s
t
’
；
L
g
e
　
i
n
　
t
h
e
　
f
o
n
n
；
l
t
i
o
n
　
o
＝
言
⌒
c
告
’
宗
（
o
f

　

sv
h
i
c
h
　
t
h
e
　
f
i
r
s
t
　
4
　
d
t
i
r
i
n
s
’
　
t
h
e
　
f
i
r
g
．
t
　
i
n
o
n
t
h
　
a
r
e
　
k
a
l
a
l
a
，
i
L
b
b
’
i
d
a
，
　
p
e
s
．
i
，
　
g
h
a
n
a
，

　
a
f
t
e
r
　
N
v
h
i
c
．
h
　
t
h
e
　
s
t
u
g
e
s
　
n
］
，
C
i
　
C
o
u
T
l
t
e
（
1
　
1
ヴ
y
n
］
o
n
t
h
s
　
1
－
5
　
＆
　
l
O
；
　
g
．
　
o
e
　
V
i
s
i
n
　
2
3
6
；
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法
華
之
化
研
究
（
第
．
八
号
）

　
　

N
d
．
　
1
．
1
2
ρ
分
二
）
層
と
≡
】
冒
二
〇
）
南
E
伝
・
四
L
二
巻
P
・
二
〇
八
・
日
4

（
ー
ワ
］
）
　
P
j
．
P
・
二
八
八

（
”｝

）

一）

」
マ
ミ
ベ
゜
a
x
．
a
s
i
i
n
c
’
　
，
g
r
i
L
t
h
i
i
d
v
u
y
u
．
i
h
　
e
v
a
　
｝
v
；
p
さ
≒
三
r
ニ
ゴ
三
＾
三
三
・
齢
診
！
．
7

　
　

n
i
c
．
c
h
i
t
a
p
i
L
t
h
e
　
n
’
a
t
t
h
i
　
r
し
か
し
な
が
ら
残
り
の
（
一
香
最
後
の
）
　
一
対
の
偶
は
尺
義
疏

　
　
の

中
の
決
定
さ
れ
た
講
文
に
は
仔
在
し
な
い
’
」
　
と
い
う
こ
と
は
仏
音
は
大
義
疏
を
参
照
し

　
　

な
が
ら
こ
の
」
ご
を
著
し
て
い
ろ
こ
と
に
な
ろ
二
．

　
　
　

ブ
’
T
a
h
i
t
－
a
t
t
h
a
k
a
t
h
i
L
（
大
義
疏
シ
ニ
ほ
（
M
l
i
］
；
’
一
蒙
（
’
k
（
n
，
：
t
’
づ
i
c
　
t
i
2
i
a
r
y
　
o
f
　
I
’
；
’
i
l
i
　
I
’
）
］
，
。
－

　
　　
P
c
一
，
N
t
1
1
1
）
e
f
　
．
べ
〇
一
　
I
I
．
　
1
）
．
　
4
6
0
）
1
1
’
W
°
経
胞
へ
に
関
・
丁
ろ
‥
取
ぷ
口
、
口
ば
重
要
の
註
釈
“
り
、
‥
広
「
況

　
　
に

よ
れ
ば
、
k
±
註
釈
且
日
に
マ
ヒ
ン
ダ
長
ど
：
J
　
－
i
　
t
．
　
7
て
セ
イ
u
ン
に
も
た
ら
さ
れ
、
只
に
セ
イ

　
　

u

．
ン
語
に
翻
訳
さ
れ
；
f
そ
れ
ゆ
．
∴
に
本
ぱ
□
に
シ
ー
ハ
ラ
・
ア
ツ
タ
カ
タ
ー
仁
二
・
・
．
∴
．
．
け
れ
．
？
」
（

　
　

’

r
に

戸
、
っ
た
、
ハ
ー
リ
経
典
、
s
解
釈
卜
．
の
資
料
時
∵
…
ち
う
ん
T
．
こ
”
”
1
、
L
l
＝
’
：
に
t
：
後
に
ζ
T

　
　
ご
ヲ
，
（
ニ
ゴ
三
（
大
E
統
史
）
と
こ
二
・
三
．
〔
ニ
ゴ
三
（
島
E
統
小
C
、
　
；
．
　
“
／
t
り
パ
ー
リ
語
で
川
か
れ

　
　

た
年
＋
代
史
の
も
、
こ
に
な
っ
た
数
々
の
歴
．
川
C
質
料
が
ふ
ー
七
へ
れ
、
．
X
い
た
．
仁
．
い
⑪
は
仏
［
．
．
川
が
註
釈

　
　
書
を
あ
．
ら
わ
す
に
O
．
た
っ
て
、
そ
の
種
本
．
I
．
1
．
；
／
っ
た
も
ぼ
二
＼
力
り
、
特
に
。
う
か
F
三
三
三
三
当
・
Z
、
l
－

　
　

d
i
k
i
L
　
（
善
見
律
毘
婆
沙
・
律
蔵
の
註
釈
二
、
ば
し
ご
し
一
．
‥
ー
．
ド
港
か
ら
．
け
引
用
を
試
み
て
い
：
）
．

　
　
本
書
は
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
プ
ラ
の
大
＋
ず
の
僧
た
ち
に
・
一
ハ
．
り
て
格
蔀
眠
さ
れ
て
い
た
が
、
　
］
W
u
d
d
h
u
g
－

　
　
h
o
t
　
n
．
や
D
h
a
m
m
a
l
》
i
L
l
i
L
　
C
〉
註
釈
書
が
世
に
出
ろ
に
及
ん
で
、
そ
れ
以
後
は
用
い
ら
れ
な

　
　
く
な
り
、
現
在
ほ
序
在
し
・
な
い
。

（
2
3
）
　
干
潟
竜
祥
・
本
生
経
類
の
思
想
史
的
研
究
、
P
二
（
∵
．
づ

（
2
4
）
≦
づ
、
°
・
。
S
ぱ
P
N
ご

（
2
5
）
　
沖
林
隆
浄
・
菩
薩
思
想
の
研
究
P
・
［
f
’
！
！
．

（
2
5
）
／
、
三
）
三
ロ
、
・
（
方
広
）
と
x
’
：
L
i
d
i
L
l
y
a
　
s
T
／
，
・
三
三
’
．
・
（
方
・
9
）
は
と
．
三
言
三
，
M
＾
l
－
S
［
1
－

　
　
m
u
c
c
a
y
a
　
（
K
i
乗
阿
毘
達
磨
集
泊
）
で
t
：
同
じ
意
味
で
川
い
ら
れ
て
い
：
・
N
　
’
　
（
K
e
．
r
n
．
　
I
T
；
L
－

　
　

≡
l
a
1
　
o
f
I
n
d
i
i
u
i
　
B
u
c
l
d
h
i
s
m
）
’
i
　
r
明
ら
か
に
I
r
ご
h
i
l
v
U
l
ゴ
竺
の
．
著
者
に
彼
が
X
’
e
t
三
［
二

　
　

と
い
一
’
戊
語
を
用
い
た
時
、
あ
ろ
特
定
の
．
仏
教
部
派
を
念
頭
に
お
い
た
の
で
は
な
ー
、
I
L
二
ニ
ー

　
　

x
・
i
t
］
5
t
T
，
a
に
は
受
け
入
れ
ろ
こ
と
の
．
出
装
な
い
異
見
や
新
解
釈
を
明
ら
か
に
一
小
し
て
い
る
－
、
尺

　
　

乗
仏
教
の
ど
の
宗
派
を
も
示
す
・
も
の
．
－
二
し
て
、
二
、
の
ン
、
【
・
戸
三
ご
三
い
う
語
を
用
い
た
．
．
つ
～
、
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
」
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烈
’
7
三
s
出
三
O
l
，
｝
’
　
o
f
　
B
u
d
d
h
i
s
’
三
三
〔
声
．
’
．
一
三
・
°
　
p
．
　
8
9
．
）

（
2
6
ン
≧
b
h
a
｝
、
a
g
三
三
弓
日
ば
X
’
a
t
t
a
．
g
r
i
L
m
；
u
．
］
　
i
＿
：
〆
l
）
l
r
a
〉
，
m
ピ
、
E
合
㊤
－
S
コ
∩
°
）
が
ン
ぎ
－

　
　

h
i
L
t
i
g
．
　
s
i
t
と
　
T
i
s
s
a
　
“
一
い
う
ヒ
喧
に
奉
状
し
た
も
の
で
ち
．
刀
。
　
「
こ
の
時
以
後
、
無
畏
山
寺

　
　
の
僧
た
ち
は
イ
ソ
ド
の
種
々
の
．
仏
孜
部
派
皮
び
所
し
い
動
向
・
三
氾
・
え
ず
接
触
を
保
ち
、
そ
こ

　
　
か

ら
（
所
し
い
知
識
の
）
暗
示
三
力
・
．
二
を
取
・
り
入
れ
て
い
た
、
．
へ
う
で
あ
る
。
彼
等
は
自
由
な

　
　
見
解
を
も
ち
、
常
に
海
外
か
ら
っ
新
し
い
考
え
方
を
・
二
う
こ
ん
で
取
リ
人
れ
て
、
進
歩
的
た

　
　

ら
ん
と
努
力
し
た
。
彼
等
は
上
喧
部
の
〔
孜
理
一
も
大
乗
の
（
孜
理
）
も
研
究
し
、
！
1
d
蔵
を

　
　
広
：
散
乱
さ
せ
た
D
（
三
…
三
、
「
・
［
・
＝
i
k
r
　
I
I
°
二
口
弍
二
方
尺
乎
は
保
守
の
．
ま
ま
で
上
ぽ
部

　
　
の

孜
理
．
の
み
を
研
先
し
、
大
乗
に
．
反
対
し
、
r
’
か
ご
ろ
恒
の
革
荷
を
も
担
．
古
し
、
正
統
的
な

　
　
※
理
．
°
三
広
．
依
O
．
一
ξ
虻
に
忠
実
で
ら
っ
た
．
二
三
ヲ
，
i
h
i
t
t
，
二
に
〔
伝
孜
の
大
1
2
．
）
　
T
L
T
a
－

　
　
h
i
n
d
a
・
日
身
！
2
　
＝
‘
リ
／
‘
、
“
岬
聖
な
・
・
o
の
と
し
’
t
’
、
忠
示
め
ら
れ
た
仏
敦
の
根
本
道
場
で
ち
り
た
、
づ
．
〆
、

　
　

つ
僧
た
ち
ぱ
ぱ
尺
な
伝
統
を
誇
り
と
し
、
深
ー
心
を
注
い
で
ノ
、
＝
ち
「
＾
・
の
名
汀
．
］
権
威
と
を

　
　
t
4
，
．
っ
た
。
波
亨
ぱ
自
分
た
ら
に
だ
け
パ
．
、
“
放
が
t
f
ら
力
れ
’
自
分
；
t
4
　
’
、
I
　
t
J
．
に
国
家
－
二
大
衆
が

　
　
忠
節
で
5
．
り
、
・
n
分
た
ち
だ
h
に
ξ
援
を
行
う
ご
・
二
を
好
・
．
．
」
」
波
冷
の
特
権
が
及
ぶ
領
域

　
　
に

新
し
い
要
素
が
人
・
リ
込
ぷ
、
彼
亨
に
だ
け
庄
が
れ
゜
て
い
ろ
人
々
の
気
持
が
分
散
す
ろ
の
を

　
　
仔
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
箭
し
い
発
異
を
卯
圧
す
る
こ
－
二
ば
不
可
能
で
あ
っ
た
、
そ
れ
に

　
　
社
会
白
・
政
、
f
g
的
　
・
経
済
口
な
諸
変
．
化
に
・
こ
も
な
う
当
研
、
ぢ
帰
結
で
あ
．
っ
．
た
か
ら
で
l
’
T
　
o
O

　
　
f
a
f
i
g
h
a
に
於
け
る
意
見
の
．
函
突
は
決
し
”
、
衰
故
と
退
化
の
徴
候
で
は
な
ー
、
変
動
・
二
進
化

　
　
の

し
る
し
で
ち
る
。
：
…
ン
ベ
゜
R
［
二
h
u
l
；
t
．
　
t
朋
掲
書
・
P
・
八
紀

（
2
6
）
　
〆
、
o
ゴ
但
「
二
（
ハ
丁
↓
7
幻
ρ
E
∴
、
仏
去
・
、
↓
世
俗
法
に
通
提
」
た
た
臣
六
三
二
言
の
助
け
を
か
り

　
　
て
両
派
を
吟
宋
し
、
そ
の
拮
実
邪
孜
－
’
r
，
〉
．
．
．
、
1
，
三
｛
三
’
．
ニ
ノ
，
当
三
つ
を
川
．
圧
．
し
た
。
（
ン
；
v
°
　
’
3
6
’

　
　
41
〉
　
G
o
t
h
f
t
h
h
a
y
a
1
E
は
爺
問
・
」
三
ご
開
や
．
．
↑
、
〆
’
a
i
t
”
l
y
a
v
i
｛
d
n
を
弾
圧
し
、
彼
等
の
．
活
典
を

　
　
焼
き
、
指
噂
者
六
十
人
を
島
か
ら
追
放
し
た
、
そ
の
－
つ
ち
．
の
．
或
う
も
の
．
パ
セ
イ
・
ソ
を
去
り
、

　
　
南
イ
ン
ド
竺
5
言
国
の
「
∧
ヲ
．
一
「
三
・
［
t
U
：
I
T
I
；
＋
に
l
i
z
i
E
’
　
h
．
）
　
u
”
　
（
］
T
h
v
．
　
3
6
、
　
1
0
0
＿
1
1
2
°
　
N
k
s
．

　
　
p
．
　
1
1
）

（
：7i
）　
I
（
；
g
l
u
u
n
i
t
r
n
　
’
s
”
I
三
ニ
ゴ
．
三
、
三
・
パ
・
三
吟
・
ン
．
三
。
・
．
鬼
頬
を
よ
け
○
呪
汁
入
ど
を
烈
知
し
て
い

　
　
r
o
O
　
（
r
L
I
h
v
．
　
3
6
°
1
1
3
）



（
2
8
）
　
i
’
T
h
v
．
　
3
7
．
　
1
～
1
2
°
N
k
s
．
　
p
．
　
I
i
　
W
．
　
R
a
h
u
l
a
　
E
掲
書
P
’
九
三
、
九
四

（
2
）
　
I
Y
I
a
h
i
L
s
u
f
i
f
i
a
v
i
L
d
i
s
a
i
i
k
h
：
－
i
t
i
L
n
a
r
h
大
空
説
派
と
名
づ
け
ら
れ
た
　
（
方
等
部
の
人
た
ち

　
　
の
）
、
　
P
a
f
i
c
a
p
p
a
k
a
i
’
t
u
．
i
；
i
t
t
l
i
a
k
a
t
h
i
i
°
　
p
．
　
1
0
9
．
．

（
3
0
）
　
〈
一
二
言
西
門
三
峯
三
王
は
ン
一
か
二
・
三
こ
二
上
座
を
ア
ヌ
ラ
ー
ダ
ブ
ラ
に
招
き
〉
巨
5
さ
駐
「
7

　
　
ぐ
i
h
i
L
　
n
E
L
を
彼
に
奉
献
し
た
．
．
上
座
は
無
畏
山
寺
に
と
ど
ま
り
、
主
都
の
支
配
階
級
の
人
々

　
　
に

か

な
り
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
　
こ
れ
は
明
ら
か
に
プ
［
m
二
三
〆
．
＝
旨
日
の
僧
た
ち
の
威
信
と

　
　
権
疑
を
き
ず
つ
け
ろ
も
の
で
あ
っ
た
、
そ
の
結
E
K
大
－
H
7
側
’
！
g
　
M
a
h
i
L
t
i
s
：
i
p
が
足
繁
く
在
家

　
　
信
者
の
家
庭
（
ご
一
三
＾
ニ
ゴ
z
三
二
・
じ
　
に
通
っ
た
と
し
て
上
座
を
告
発
し
、
　
p
a
l
｝
b
i
L
j
a
n
l
y
a
－

　
　
ぎ
三
三
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