
　末

　木
響文

蒙美
誓士
成

音氏
墾に

答

う

へ
の

批
判
に

対

し
て

勝

呂

信

静

　
末
木
文
美
士
氏
が
拙
著
『
法
華
経
の
成
立
と
思
想
』
に
対
す
る
批
評
を
出
さ

れ
た
（
「
東
洋
学
術
研
究
」
第
一
．
一
＋
二
巻
第
二
号
コ
「
法
華
経
』
管
見
」
）
。
は
じ
め
は
黙
視
し
よ

う
と
思
っ
た
が
、
拙
著
の
立
場
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
ま

た
氏
の
成
立
史
観
に
疑
問
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
反
論
の
筆
を
と
る
こ
と
に
し

た
。　

私
と
し
て
は
拙
著
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、

氏
が
取
り
あ
げ
た
の
は
次
の
二
点
の
み
で
あ
る
。

　
ω
　
第
一
類
と
第
二
類
同
時
成
立
説
へ
の
批
判

　
②

　
経
典
作
成
者
の
問
題

　

こ
の
二
点
だ
け
に
か
ぎ
っ
て
取
り
ち
げ
ら
2
／
る
と
、
拙
著
が
目
的
と
し
意
図

す
る
と
こ
ろ
と
か
な
り
ず
2
／
て
い
る
よ
う
！
！
感
ぜ
ら
れ
て
な
ら
な
い
が
、
こ
れ

　
　
　
　
末
木
文
美
士
氏
に
答
・
・
，
∴
勝
呂
）

は

評
者
の

自
由
で
あ
る
か
ら
致
し
方
な
い
。

　
確
実

な
史
料
の
甚
だ
乏
し
い
イ
ン
ド
仏
教
史
学
の
現
状
に
お
い
て
は
、
歴
史

学
的
知

見
は
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
仮
説
と
し
て
の
性
格
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と

は

で

き
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。
実
証
し
得
る
範
囲
は
極
め
て
か
ぎ
ら
れ
て

い

る
か
ら
、
論
証
は
情
況
証
拠
等
に
よ
る
推
論
に
た
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま

た
仮
説
で
あ
る
か
ら
、
視
点
の
相
違
に
応
じ
て
異
な
っ
た
学
説
を
立
て
る
こ
と

が
で

き
る
。
い
v
つ
か
の
仮
説
が
提
示
し
得
ら
れ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、

そ
れ
ら
仮
説
を
相
互
に
比
較
検
討
し
合
い
、
そ
の
う
ち
も
っ
と
も
合
理
的
な
仮

説

を
真
理
に
近
い
も
の
と
し
て
採
用
す
る
方
法
を
取
る
ほ
か
な
い
と
思
う
の
で

あ
る
。

　

こ
の
場
合
重
要
な
こ
と
は
、
一
部
の
問
題
だ
け
に
通
用
し
部
分
的
に
も
っ
と

も
ら
し
い
仮
説
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
多
く
の
事
象
・
問
題
点

に

対
し
て
矛
盾
な
く
適
用
で
き
る
整
合
的
統
一
的
な
仮
説
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
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ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
ω
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
氏
は
、
従
来
の
学
説
ど
お
り
、
書

写
行

の

有
無
を
も
っ
て
時
代
の
差
を
設
け
る
こ
と
は
客
観
的
理
由
が
あ
る
も
の

と
す
ろ
．
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
書
写
行
を
説
か
な
い
『
金
剛
般
若
経
』
は
、
そ

の

説

相
の
古
さ
の
ゆ
え
に
、
書
写
行
を
．
説
v
『
八
千
煩
般
若
経
』
よ
＝
先
に
成

立

し
た
と
み
ら
れ
る
と
い
う
学
説
を
援
用
し
て
い
る
。

　

し
か
し
中
国
の
訳
経
史
を
見
る
と
、
早
く
二
　
四
世
紀
の
間
に
『
八
千
頒
般

若

経
』
ば
す
で
に
三
度
に
わ
た
っ
て
漢
訳
さ
れ
て
い
る
が
（
そ
の
ほ
か
に
確
実

性

は
乏
し
い
が
訳
出
欠
本
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
も
の
が
六
種
あ
る
）
、
『
金
剛
般

若

経
』
は
五
世
紀
初
頭
以
降
訳
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

訳
経
史
の

事
実
か

ら
す
れ
ば
、
『
八
千
顛
般
若
経
』
の
方
が
古
い
と
せ
ね
ば
な
る

ま
い
。
（
も
っ
と
も
古
い
訳
で
あ
る
支
婁
迦
讃
訳
『
道
行
般
若
経
』
の
中
に
書
写

の

語

が

用
い
ら
れ
て
い
る
）
。
『
金
剛
般
若
経
』
の
説
相
の
古
さ
を
認
め
、
そ
の

意
義
を
大
き
く
評
価
す
ろ
と
し
て
も
、
よ
ほ
ど
の
確
証
が
な
い
か
ぎ
り
、
『
金
剛

般
若
経
』
の
戊
立
を
、
『
八
千
頒
般
若
経
』
以
前
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
は
困

難
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
書
写
行
の
有
無
、
あ
る
い
は
経
巻
供
養
の
有
無
を
も
っ
て
新
古
の
判
定
の
基

準
と
す
る
こ
と
は
、
特
定
の
経
典
だ
け
で
な
く
初
期
大
乗
経
典
の
全
般
に
つ
い

て
こ
れ
ら
の
言
葉
の
使
用
箇
所
を
綜
合
的
に
調
査
し
、
そ
の
内
容
を
分
析
し
て

上
記
の

茎

準
が
合
理
性
・
必
然
性
を
持
つ
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
試
み
る
余
裕
は
私
に
は
な
い
が
、
差
し
当
っ
て
『
法
華
経
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

の

内
部
の
記
述
に
つ
い
て
い
う
と
、
拙
著
に
も
ふ
れ
て
お
い
た
が
、
法
師
功
徳

品

の
所
説

は
、
六
根
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
に
お
い
て
偶
に
は
書
写
の
語

が

見
ら
れ
な
い
が
、
長
行
に
は
こ
の
語
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
事
実
を
氏
の
史
観

に

し
た
が
っ
て
解
釈
す
れ
ば
、
法
師
功
徳
品
の
偶
は
長
行
に
先
行
し
て
成
立
し

た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
一
般
に
第
二
類
に
お
い
て
ぱ
偶
と

長
行

は
同
時
成
立
と
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
整
合
さ
せ
ら
れ
る
の

で

あ
ろ
う
か
。
第
二
類
・
第
三
類
は
経
の
受
持
行
を
主
要
な
主
題
と
し
て
い
る

か

ら
、
書
写
・
経
巻
の
語
が
現
わ
れ
る
品
が
多
い
が
、
現
わ
れ
な
い
品
も
あ
る
。

分
類

し
て
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　
（
甲
）
書
写
・
経
巻
の
語
の
現
わ
れ
る
品
…
…
法
師
品
・
宝
塔
品
・
勧
持
品
・

　
安
楽
行
品
・
涌
出
品
・
分
別
功
徳
品
・
法
師
功
徳
品
・
神
力
品
・
薬
王
品
・

　
陀
羅
尼
品
・
普
賢
品

　
（
乙
）
右
の
語
が
現
わ
れ
な
い
品
…
…
提
婆
品
・
寿
量
品
・
随
遂
冒
㎝
・
不
軽
品

　

（
た
だ
し
羅
什
訳
に
は
書
写
の
語
あ
り
）
・
嘱
累
品
・
妙
音
品
・
普
門
品
・

　
妙
荘
厳
王
品

　
右
の
分
類
を
見
て
、
書
写
の
語
の
出
る
出
な
い
は
、
主
題
や
そ
の
と
き
ど
き

の

経
作
者
の
関
心
事
に
左
右
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
氏
は
、
私
が
「
第
一
類
は
仏
在
世
を
主
題
と
し
て
い
る
か
ら
書
写
の

言
葉

を
説
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
そ
れ

　
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
へ

を
決
定
的
な
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤

解
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
一
応
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
次
下
に
私
は
つ
ぎ
の
よ



う
に
断
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
「
…
…
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
は
言
い
す

ぎ
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
第
↓
類
の
文
意
に
お
い
て
は
書
写
の

語

を
出
す
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
拙
著
一
四
九
良
）
。
　
つ
ま
り
文
意
上

理

由
は
種
々
あ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
仏
在
世
と
い
う
こ
と
が
唯
一
の
理
由
な
の

で

は
な
い
。
上
記
の
（
乙
）
に
お
い
て
も
文
意
上
書
写
の
語
を
出
さ
な
か
っ
た
に

す
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
経

典
受
持
の
実
践
に
に
い
ろ
い
ろ
の
形
が
あ
る
が
、
一
般
に
五
種
法
師
行

（
五
法

行
。
受
持
・
読
∴
訥
・
解
説
・
書
写
ま
た
は
受
持
・
読
涌
・
解
説
・
書

写
・
供
養
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
書
写
を
、
受
持
・
読
諦
あ
る

い

は
解
説
（
説
法
）
と
相
対
さ
せ
て
見
る
と
き
、
受
持
・
読
請
・
解
説
が
書
写

よ
り
も
広
く
1
般
的
に
行
わ
れ
た
実
践
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
わ
が
国
仏
教
の
事

例
に

徴

し
て
明
ら
か
で
あ
る
し
、
常
識
的
に
も
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ

た
が
っ
て
経
典
受
持
の
実
践
形
態
は
、
読
訥
・
解
説
が
主
で
、
書
写
（
ま
た
は

　
　
　
　
へ

供
養
）
に
従
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
分
別
功
徳
品
ー
・
］
現
在
四
信
二

念
信
解
・
略
解
言
趣
・
広
為
他
説
・
深
信
観
成
）
・
滅
後
五
品
（
随
喜
・
読
涌
・

説

法
・
兼
行
六
度
・
正
行
六
度
）
と
称
さ
れ
る
実
践
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
項
目
の
中
に
は
、
受
持
・
読
詞
・
解
説
の
意
味
に
相
当
す
る
、
も
の
に

見
出
さ
れ
る
が
、
書
写
に
当
る
も
の
二
見
出
さ
れ
な
い
。
ゆ
え
に
こ
こ
で
も
書

写

は
一
従
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
、
『
法
華
経
』
作
者
が
上
記
（
乙
）
に

　
　
　
　
末
木
文
美
士
氏
に
答
う
（
勝
呂
）

お

い

て
、
あ
る
い
は
第
一
類
（
方
巴
品
↓
人
記
品
）
に
お
い
て
、
受
持
行
に
つ

い

て
述
べ
る
と
き
に
、
書
写
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
一
，
主
」
た
る
読
而
．
解
説

を
中
心
に
し
て
述
べ
、
「
従
」
た
る
書
写
の
言
葉
を
省
略
し
た
と
い
う
事
情
も
十

分
に

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
仏
陀
の
教
え
は
一
般
に
「
法
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
う
が
、
こ

の

教
え
が
成
文
化
さ
れ
た
場
合
が
「
g
t
g
」
　
（
g
．
　
u
t
r
a
，
　
s
二
［
日
コ
夢
）
ま
た
は
「
法

門
」
　
（
d
h
a
r
i
n
a
p
．
i
r
y
（
i
y
c
i
）
で
あ
る
。
法
門
と
い
う
言
葉
は
ほ
と
ん
ど
経
と
同

義
語
の

よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
法
華
経
』
作
者
は
、
仏
陀
の
教
え
を
単

に

「
法
」
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
も
、
ま
た
「
経
」
・
「
法
門
」
と
し
て
受
け
取

る
こ
と
も
で
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
五
種
法
師
行
は
経
典
・
法
門
と
し
て
の
仏

陀
の
教
え
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
後
者
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
場
合
は
、

r書
写
」
に
言
及
す
る
機
会
が
多
く
な
り
、
こ
れ
に
対
し
、
前
者
の
よ
う
に
受

け

取
っ
た
場
合
は
そ
の
機
会
が
少
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
、
『
法
華
経
』
各
品
の
中
に
「
経
」
及
び
「
法

門
」
の
語
が
ど
の
程
度
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
か
、
そ
の
出
現
度
を
調
べ
て
み

る
こ
と
に
す
る
。
調
査
は
伊
藤
瑞
叡
博
士
等
編
『
梵
文
法
華
経
荻
原
・
土
田
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
．
」

総
索
引
』
に
お
け
る
統
計
数
を
利
用
さ
せ
て
頂
い
た
．
、

　

ω

序
品
　
「
経
一
六
・
「
法
門
」
七

　
　
劉
　
方
便
品
　
一
蓬
r
＝
五
二
，
法
門
．
」
一

　

〇
　
讐
憶
品
　
一
経
」
一
二
・
「
法
門
」
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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法
華
文
化
研
究
（
第
二
十
号
）

　
ソ
　
　
　
　
「
経
」
○
・
「
法
E
［
　
1
　
1

楽

　
　
川
　
「
経
1
O
・
　
l
’
法
門
」
一

　
　
　
　
　
r
経
」
一
・
「
法
門
」
○

　
　
へ
叩
　
「
経
一
四
・
r
法
門
［
五

　
　
　
ゴ
品
「
逢
」
〇
二
，
法
門
」
○

　
　
　
　
　
「
経
」
○
・
「
法
門
」
○

広
　
　
　
　
　
　
「
経
」
　
一
］
ハ
・
r
B
！
［
」
　
二
一

　
η
　
　
提
婆
晶
　
「
経
」
二
八
二
，
法
門
」

勧
　
　
　
「
経
」
六
二
、
法
門
」
七

女

　
汀
川
　
「
経
」
＝
二
・
「
法
門
」
1
1
0

　
　
　
　
　
Y
経
」
○
・
「
法
門
」
五

　
　
　
　
　
F
経
」
○
・
「
法
門
」
七

　
　
　
偲
品
「
経
」
七
・
r
法
門
」
二
二

　
　
　
　
　
「
経
｝
五
二
，
法
l
：
」
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右
の
出
現
度
数
を
見
る
と
、
第
一
類
（
方
便
品
↓
人
記
品
）
と
第
二
・
三
類

（序
品
．
、
法
師
品
↓
嘱
累
品
）
の
間
に
著
し
い
相
違
の
あ
る
こ
と
に
気
C
9
　
v
O

経

と
法
門
の
両
語
を
合
計
し
た
数
を
見
る
と
、
第
一
類
に
は
三
九
回
、
第
二
・

三
類
に

は

三
七
五
回

出
現
す
る
。
こ
の
比
率
は
大
体
1
対
1
0
で
あ
る
。
第
一

類
の

う
ち
飛
び
抜
け
て
経
の
語
が
多
く
出
る
の
は
讐
楡
品
の
二
↓
回
で
あ
る
。

こ
れ
は
当
品
の
最
後
段
の
偶
（
第
一
〇
五
偶
以
降
）
に
お
い
て
、
世
尊
が
舎
利

弗
に
対
し
、
『
法
華
経
』
を
誹
誇
す
る
も
の
の
受
け
る
べ
き
罰
を
こ
と
細
か
に

述
べ
ら
れ
た
の
ち
に
、
「
こ
の
経
を
説
け
」
と
く
り
返
し
す
す
め
て
い
る
と
こ

ろ
に
集
中
的
に
出
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
二
〇
川
を
数
え
る
。
こ
の
よ
う
に

出
現
度
数
の
多
い
こ
と
は
第
一
類
の
中
に
お
い
て
異
例
で
あ
る
が
、
い
ま
は
一

般
的

な
傾
向
を
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
を
特
殊
な
傾
向
の
も
の
と
し

て
除
く
と
、
第
一
類
に
は
経
・
法
門
の
語
が
合
計
一
九
回
だ
け
出
て
い
る
こ
と

に

な
り
．
上
述
の
比
率
は
約
］
対
二
〇
と
な
る
。
第
一
類
は
比
較
的
長
編
の
品

が
多
く
、
そ
の
分
量
は
荻
原
梵
本
の
”
〈
　
r
－
ジ
数
で
数
え
る
と
『
法
華
経
』
全
体

の

約
四
三
パ

ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
こ
の
分
量
か
ら
す
れ
ば
、
第
↓
類
に
お
い

て
両
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
密
度
は
’
第
二
・
三
類
に
比
し
て
は
る
か
に
少
な

い

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
第
一
類
は
、
経
・
法
門
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
が
少
な
い
か
ら
、

こ
れ
に
伴
っ
て
経
典
受
持
の
実
践
に
ふ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
、
た
と
い
そ
れ
に

つ

い

て
述
べ
る
と
し
て
も
受
持
行
を
主
要
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、

そ
の
叙
述
は
簡
単
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
文



意
上
第
一
類
に
お
い
て
「
書
写
」
に
言
及
す
る
機
会
を
な
く
し
た
の
で
あ
っ
て
、

経
作
者
が
書
写
の

事
・
実
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
（
な
お
蒐
一
類
に
お
い
て
は
「
妙
法
蓮
華
法
門
…
…
大
方
広
経
」
の
呼
称

が

弊
楡
品
・
化
城
喩
品
に
一
回
ず
つ
見
ら
2
1
、
ま
た
化
城
喩
品
に
は
「
妙
法
蓮

華
方
広
経
」
の
呼
称
が
一
回
、
「
妙
法
蓮
華
法
門
」
が
四
回
見
ら
れ
る
。
こ
れ

に

よ
り
第
一
類
に
お
い
て
経
典
と
し
て
の
『
法
華
経
』
の
概
念
が
す
で
に
確
立

し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
）

　
な
お
氏
が
「
も
し
第
一
類
が
仏
生
前
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
経
巻
供
養
を
説

か

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
仏
塔
も
ま
た
仏
滅
後
の
問
題
で
あ
る
か
ら

同
様
の
は
ず
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
意
味
が
よ
く
判
ら
な
い
が
、
仏

塔
信
仰

は
仏
滅
後
に
流
行
し
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
こ
の
よ
う
に
い
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
一
応
そ
う
解
釈
し
て
反
論
を
述
べ
る
と
、
宝

塔
品
に

お

け
る
宝
塔
と
多
宝
如
来
（
過
去
仏
）
の
例
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
仏

生
前

中
に
も
塔
（
過
去
仏
の
塔
）
が
建
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
経
典
作
者

の

認
識

で

あ
っ
た
。
方
便
品
の
偶
文
の
中
で
と
く
に
塔
信
仰
に
つ
い
て
詳
し
く

述
べ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
五
仏
章
の
中
の
過
去
仏
章
の
箇
所
で
あ
る
。
ア

シ

ョ
ー
カ
王
の
碑
文
に
よ
っ
て
、
同
王
が
過
去
七
仏
の
一
人
コ
ー
ナ
ー
カ
マ
ナ

仏
の

塔

を
修
理
・
供
養
し
た
と
い
う
史
実
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
信
仰
の
古

さ
か
ら
推
し
て
、
あ
る
い
は
歴
史
的
事
実
と
し
て
も
、
釈
尊
時
代
に
過
去
仏
と

そ
の
塔
に
対
す
る
信
仰
が
実
際
に
行
な
わ
れ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
末
木
文
美
士
氏
に
答
う
（
勝
呂
）

　
つ

ぎ
に
、
②
「
経
典
作
成
者
の
問
題
」
に
移
る
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
氏
は
、

私
の

問
題
処
理
法
に
多
く
の
疑
問
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
と
く
に
こ
の

こ
と
を
中
心
に
答
え
て
お
き
た
い
。

　
そ
も
そ
も
私
の
発
想
法
の
も
と
と
な
っ
た
こ
と
は
、
『
法
華
経
』
は
諸
品
の
間

に
、
あ
る
い
は
諸
部
分
の
間
に
、
説
相
の
相
違
（
と
き
に
は
齪
樋
）
が
し
ば
し

ば
見

出
さ
れ
、
諸
品
の
独
立
性
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
場
面
が
少
な
く
な
い
が
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
こ
の
経
が
歴
史
的
段
階
的
に
形
成
さ
れ
た
結
果
で
は
な
く

て
、
本
来
こ
の
経
の
編
纂
法
の
特
徴
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

に

あ
っ
た
。
歴
史
的
段
階
的
成
立
説
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
説
相
の
相
違
を
あ

げ

る
こ
と
以
外
に
は
、
明
証
と
い
う
べ
き
確
実
な
証
拠
を
ほ
と
ん
で
提
示
し
て

い

な
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
を
私
は
拙
著
の
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
論
じ
た

つ

も
り
で
あ
る
。
氏
が
「
客
観
的
な
根
拠
は
多
く
段
階
説
を
支
持
し
て
い
る
」

と
い
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
部
分
を
読
ま
な
か
っ
た
か
ら
に
違
い
な

い
．

　

と
こ
ろ
で
私
が
こ
の
経
の
編
纂
法
を
推
定
し
て
「
法
華
経
は
グ
ル
ー
プ
に
よ

っ

て

編
纂

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
一
品
の
作
成
ご
と
に
編
纂
者
の
会

議
が
持
た
れ
、
そ
の
合
議
に
よ
っ
て
主
題
が
設
定
さ
れ
る
と
い
う
方
法
が
取
ら

れ

た
の
で
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
仮
設
を
提
示
し
た
こ
と
に
対
し
、
氏
は
「
慎

重
に

会
議

ま
で
開
い
て
構
成
を
協
議
し
た
の
に
、
最
終
的
な
チ
H
ッ
ク
を
行
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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ず
に
、
各
品
間
の
齪
鯖
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
と
い
う
の
は
、
説
明
と
し
て
一
貫

し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ご
都
合
主
義
的
な
解
釈
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
決
め
つ
け
て
い
る
。

　

し
か
し
私
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
の
は
、
か
つ
て
『
楡
伽
論
』
の
成
立
問
題

を
検
討
し
た
と
き
の
印
象
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
『
楡
伽
論
』
は
現
存
の
形

態
か

ら
見
る
か
ぎ
り
、
一
貫
し
た
方
針
と
構
成
に
よ
り
統
一
編
纂
さ
れ
た
こ
と

は
確
か
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
し
た
が
っ
て
編
纂
作
業
に
関
し
て
一
時
の

成
立
で

あ
る
こ
と
も
疑
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
至
る
と

こ
ろ
に
細
か
い
点
に
お
い
て
説
相
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く

『
楡
伽
論
』
は
先
行
す
る
多
く
の
教
説
や
編
纂
者
（
複
数
）
の
各
種
の
教
説
を
素

材

と
し
て
編
纂
を
す
す
め
た
た
め
、
説
相
に
相
違
・
齪
齢
を
来
す
よ
う
に
な
っ

た
が
、
統
一
編
纂
の
際
に
も
そ
れ
を
保
存
し
あ
え
て
除
去
を
は
か
ら
な
か
っ
た

た
め
に
こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
全
体

と
し
て
教
義
が
大
き
く
統
一
さ
れ
て
い
れ
ば
、
細
部
の
説
明
の
相
違
は
そ
の
ま

ま
放
置
す
る
と
い
う
の
が
’
仏
教
聖
典
に
お
い
て
一
般
的
で
な
い
に
し
て
も
有

力
な
編
纂
法
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
私
が
「
会
議
」
と
い
っ
た
の
は
、
仏
教
の
伝
統
的
な
編
纂
法
で
あ
る
結

ee
K　
（
s
a
T
p
g
i
t
i
合
唱
・
合
議
）
を
さ
す
．
．
ど
ん
な
経
典
で
も
か
な
ら
ず
グ
ル
ー

プ

（教

団
）
の
承
認
を
得
て
流
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
の
資
格
に
お

い

て
自
由
に
経
典
を
作
成
し
、
あ
る
い
は
増
広
・
削
除
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と

は
許
さ
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
も
し
こ
れ
が
許
さ
れ
た
な
ら
ば
各
種
各
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

の

『
法
華
経
』
が
流
布
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、
事
実
は
二
十
七
品
（
二

十
八

品
）
の
『
法
華
経
』
が
流
布
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
グ
ル
ー
プ
に
よ

る
公
認
が
必
要
な
こ
と
は
、
経
典
が
一
時
に
作
成
さ
れ
た
に
し
て
も
長
期
に
わ

た
っ
た
に
し
て
も
変
り
が
な
い
に
ず
で
あ
る
か
ら
、
経
典
の
編
纂
形
成
に
は
当

然

そ
こ
に
何
ら
か
の
チ
ニ
ッ
ク
機
能
が
は
た
ら
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
知
る
た
め
に
、
『
法
華
経
』
に
お
い
て
編
入
の
事
実
が

確
認

さ
れ
る
唯
一
の
例
で
あ
る
提
婆
品
の
成
立
（
『
薩
曇
分
陀
利
経
』
の
挿
入
）

に

つ

い

て
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
を
研
究
さ
れ
た
塚
本
啓
祥
博
士
は
つ
ぎ
の
よ
う

に

指

摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
『
正
法
華
経
』
七
宝
塔
品
（
見
宝
塔
品
と
提
婆

品
に

相

当
）
の
叙
述
は
大
体
に
お
い
て
『
薩
曇
分
陀
利
経
』
の
文
章
を
そ
の
ま

ま
挿
入
し
た
形
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
挿
入
に
よ
り
、
こ
の
経
の
二
〇
行
ほ

ど
（
大
正
蔵
経
の
行
に
依
る
）
の
文
章
が
前
後
齪
齢
を
来
し
文
意
を
乱
し
て
い
る
こ
と

か

ら
、
こ
の
部
分
を
削
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
の
が
、
一
般
の
諸
テ

キ

ス

ト
に
お
け
る
宝
塔
品
（
提
婆
品
）
で
あ
る
　
　
と
。
（
「
提
姿
品
の
成
立
と
背
景
」

〔
金
倉
円
照
編
二
。
法
華
経
の
成
立
と
展
開
』
所
収
〕
）

　

こ
の
よ
う
に
編
入
に
際
し
齪
鶴
を
除
去
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
編
纂
者
は
そ
れ
を
徹
底
し
て
行
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う

の

は
宝
塔
品
（
提
婆
品
を
含
む
）
の
叙
述
に
、
は
じ
め
に
娑
婆
世
界
が
浄
±
に

変
じ
、
た
め
に
諸
山
が
な
く
な
っ
て
平
正
に
な
り
、
釈
尊
に
虚
空
に
昇
っ
た
と

説
か

れ

て
い
る
が
、
の
ち
の
提
婆
品
相
当
部
分
で
は
、
霊
鷲
山
が
存
在
し
釈
尊

は
そ
こ
に
住
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
矛
盾
で



あ
る
が
、
こ
の
程
度
の
矛
盾
は
手
を
加
え
ず
そ
の
ま
ま
に
し
て
置
く
と
い
う
の

が
編
集
の

方
針
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
拙
著
に
も
述
べ
て
お
い
た
が
、
経
典

作
者
の
1
1
的
に
敦
義
・
信
条
・
教
訓
等
を
読
者
に
伝
え
ろ
こ
と
に
あ
る
の
で
あ

っ

て
、
物
語
の
事
件
を
逐
一
矛
盾
な
く
伝
え
る
こ
と
が
目
的
な
の
で
は
な
い
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
氏
は

同
時
編
纂
の
場
合
は
矛
盾
を
除
去
し
、
異
時
（
段
階
的
）
編
纂
の
場
合

は
そ
う
し
な
い
と
考
え
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
立
て

が
た

い

こ
と
は
、
い
ま
の
例
で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
私
の

卒
直
な
感
想
を
述
べ
る
と
、
一
般
に
歴
史
的
段
階
的
成
立
論
老
は
あ
ま

り
に
も
気
軽
に
、
諸
品
の
間
の
異
相
・
異
質
性
と
そ
の
付
加
挿
入
を
言
い
す
ぎ

る
と
思
う
。
第
一
類
・
第
二
類
・
第
三
類
の
間
の
異
相
は
し
ば
ら
く
お
い
て
、

あ
る
品
が
そ
の
前
後
の
品
と
異
相
・
異
質
で
あ
る
と
い
う
主
張
、
あ
る
い
は
あ

る
品
に
文
章
の
付
加
挿
入
が
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
私
が
気
づ
い
た
だ
け
で
も
、

薬
草
喩

品
・
化
城
晴
品
・
法
師
品
・
勧
持
品
・
安
楽
行
品
・
寿
量
品
．
分
別
功

徳

品
・
不
軽
品
・
妙
音
品
・
普
門
品
・
妙
荘
厳
王
品
等
は
な
は
だ
多
く
に
の
ぼ

っ

て
い
る
。
し
か
も
多
く
の
場
合
、
十
分
な
（
と
き
に
は
何
ら
の
）
根
拠
も
示

さ
な
い
で
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
体
、
こ
の
よ
う
な
長
期

に

わ
た
る
お
び
た
だ
し
い
小
き
ざ
み
な
付
加
増
広
に
よ
っ
て
、
一
個
の
大
乗
経

典
が
作
成

さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
実
際
に
あ
り
得
た
か
ど
う
か
、
問
い

直
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

末
木
文
美
士
氏
に
答
う
（
勝
呂
）

四

　
と
こ
ろ
で
氏
は
そ
の
段
階
的
成
立
説
に
店
つ
い
て
『
八
千
預
般
若
経
』
の
成

立
に

先

行
す
る
原
始
『
法
華
経
』
を
想
定
し
、
第
↓
類
が
そ
れ
に
相
当
す
る
と

見
て
い
る
。
つ
ま
り
原
始
『
法
華
経
』
は
大
乗
経
典
の
最
古
層
に
属
す
る
も
の

で

あ
る
。
さ
ら
に
段
階
的
成
立
説
を
認
め
な
が
ら
、
こ
の
経
の
内
容
に
連
続
性

・

一
貫
性

を
見
る
よ
う
な
『
法
華
経
』
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
解

明
の
た
め
に
一
乗
の
教
義
を
取
り
あ
げ
る
。
こ
の
「
一
乗
思
想
の
解
釈
」
の
問

題
が
氏
の
批
評
の
後
半
の
部
分
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
氏
が
対
象
と
す
る
の
は
苅
谷
定
彦
博
士
著
『
法
華
経
一
仏
乗
の
思
想
』

で

あ
っ
て
、
直
接
拙
著
を
対
象
と
し
て
い
な
い
。
し
か
し
内
容
的
に
は
拙
著
の

所
論

と
大
い
に
関
係
す
る
の
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
以
下
に
卑
見
を
述
べ
る

こ
と
に
し
た
い
。

　
氏
は
苅
谷
博
士
が
一
乗
を
二
切
衆
生
皆
悉
ぼ
さ
つ
」
（
「
v
a
聞
－
，
i
）
ぼ
さ
つ
」

・
F
声
聞
は
本
来
よ
り
ぼ
さ
つ
」
）
と
解
釈
・
表
現
さ
れ
た
こ
と
を
す
ぐ
れ
た
見

解

と
し
て
こ
れ
を
支
持
す
る
o
博
士
の
こ
の
解
釈
は
、
二
乗
廻
心
（
廻
小
向
大
）

の

l
乗
説

を
排
除
・
否
定
す
る
こ
と
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
が
、
こ
の
点

に

つ

い

て
も
氏
は
苅
谷
説
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で

氏
は

「
一
切

衆
生
皆
悉
ぼ
さ
つ
」
の
思
想
は
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
思
想

と
距
離
の
な
い
も
の
と
し
て
如
来
蔵
思
想
（
こ
の
原
理
は
実
体
視
せ
ら
れ
る
と

い

う
）
に
基
，
礎
を
求
め
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
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の

立
場
か

ら
、
如
来
蔵
思
想
を
排
除
す
る
意
図
を
も
っ
て
苅
谷
説
を
改
造
し
、

「
過

去
世
に
お
い
て
声
聞
が
釈
迦
仏
よ
り
教
化
を
受
け
た
」
へ
釈
迦
仏
と
声
聞
と

の

人
格
的
関
係
）
と
い
う
こ
と
が
こ
の
経
の
教
義
の
原
点
を
な
す
と
し
、
こ
れ

を
基
本
と
し
て
一
乗
の
解
釈
を
示
し
、
さ
ら
に
こ
の
経
の
成
立
問
題
を
論
じ
て

い

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
を
述
べ
た
二
頁
ほ
ど
（
六
四
ニ
ハ
五
頁
）
の
氏
の
所
論
は
難
解

（
あ
る
い
は
説
明
不
足
）
で
あ
っ
て
、
一
体
こ
こ
で
氏
は
何
を
考
え
て
い
る
の

か
、
意
味
が
さ
っ
ぱ
り
分
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
氏
は
、
「
前
世
に
声
聞
が
教

化

を
受
け
た
」
（
①
）
と
い
う
因
縁
を
根
拠
と
し
て
「
声
聞
も
ぼ
さ
つ
」
（
②
）

で

あ
る
こ
と
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
一
体
こ
れ
に
よ
っ
て
氏
は
何

を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
②
は
①
の
意
味
す
る
内
容
を
現
代
の
学

者
が
理
論
化

し
て
表
現
し
た
．
，
p
　
g
に
す
ぎ
な
い
。
両
者
の
間
に
論
理
的
関
係
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヤ

あ
る
と
す
れ
ば
’
②
の
理
論
を
根
拠
と
し
て
①
の
説
話
が
成
立
す
る
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
氏
は
、
前
世
に
お
い
て
教
化
せ
ら
れ
た
「
声
聞
」
と
い
う
こ
と
を
、
重
要
な

契
機
と
し
て
自
説
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
考
え
は
お
そ
ら
く

正

し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
前
世
に
お
い
て
「
声
聞
が
教
化
せ
ら
れ
た
」
の
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ベ
　
　
へ

な
く
、
l
，
一
切
衆
生
が
無
上
菩
提
に
向
け
て
菩
薩
と
し
て
教
化
せ
ら
れ
た
　
の
で

あ
る
．
。
も
ち
ろ
ん
↓
切
衆
生
の
中
に
は
声
聞
が
含
ま
れ
る
か
ら
、
こ
の
か
ぎ
り

で

は
、
声
聞
が
教
化
せ
ら
れ
た
と
三
口
っ
て
も
差
支
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

場
合
声
聞
た
る
こ
と
に
重
要
性
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
、
舎
利
弗
・
富
楼
那
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

阿

難
・
羅
喉
羅
等
に
つ
い
て
か
れ
ら
の
前
世
が
声
聞
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は

『
法
華
経
』
の
ど
こ
に
も
説
か
．
g
－
て
い
な
い
と
思
う
。
か
れ
ら
は
す
べ
て
前
世

に
お
い
て
菩
薩
で
あ
っ
た
。
た
だ
富
楼
那
は
、
前
世
に
お
い
て
「
菩
薩
行
を
行

じ
た
」
と
ま
で
称
さ
れ
る
れ
っ
き
と
し
た
菩
薩
な
の
で
あ
る
が
、
衆
生
教
化
の

た
め
に
声
聞
の
姿
を
現
じ
て
い
る
（
応
化
声
聞
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

し
か
る
に
舎
利
弗
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
前
世
の
自
分
の
姿
を
す
っ
か
り
忘
れ

て
、
こ
の
た
め
現
在
は
声
聞
の
位
置
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
釈
尊

は
『
法
華
経
』
を
説
い
て
そ
れ
を
思
い
出
さ
せ
、
菩
薩
た
る
こ
と
を
自
覚
せ
し

め

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
声
聞
も
本
来
菩
薩
で
あ
っ
て
仏
と
成
る
こ
と

の

で

き
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
こ
の
可
能
性

の

思
想

を
『
法
華
経
』
の
よ
う
な
説
話
を
も
っ
て
表
現
す
る
か
、
あ
る
い
は
如

来
蔵
・
仏
性
の
よ
う
な
折
l
学
的
な
教
義
と
し
て
表
明
す
る
か
は
、
仏
教
徒
の
そ

れ

ぞ

れ

の

立
場
の

相
違

（お

そ
ら
く
は
教
理
思
想
の
発
展
段
階
の
差
）
に
よ
る

こ
と
で
あ
っ
て
、
両
者
は
基
本
的
に
同
じ
性
質
の
思
想
で
あ
る
と
み
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
述
べ
れ
ば
、
『
法
華
経
』
の
所
説
は
声
聞
の
前
世
を
語
る
こ
と
で
一
貫

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
舎
利

弗
・
富
楼
那
・
阿
難
・
羅
喉
羅
に
つ
い
て
は
そ
の
前
世
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

須
菩
提

ら
四
大
声
聞
、
摩
詞
波
閣
波
提
・
耶
輸
陀
羅
に
つ
い
て
は
前
世
に
触
れ

て
い
な
い
。
須
菩
提
ら
四
人
に
お
い
て
は
有
名
な
長
者
窮
子
の
讐
話
が
説
か
れ



て
い
る
が
’
こ
れ
ほ
小
乗
の
心
を
大
乗
の
心
に
変
え
る
と
い
う
も
の
で
、
廻
心

（廻
小
向
大
）
の
趣
旨
を
ち
ら
わ
寸
－
こ
の
で
あ
ろ
。
ま
た
摩
詞
波
闇
波
提
ら
の

声
聞
は
未
来
に
菩
薩
・
法
師
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ

も
廻
小
向
大
の
趣
旨
を
あ
ら
わ
す
。
声
聞
の
本
質
が
廻
心
す
る
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
成
仏
の
理
由
と
し
て
か
な
ら
ず
し
も
前
世
が
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に

す
る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
要
す
る
に
『
法
華
－
経
』
は
、
声
聞
の
本
質

は

菩
薩
で
あ
る
ゆ
え
に
廻
心
し
得
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
廻
心

の

思
想
を
排
除
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　

さ
て
こ
こ
ま
で
は
氏
の
説
は
批
評
さ
る
べ
き
で
あ
る
に
し
て
も
一
応
理
解
で

き
る
の
で
あ
る
が
、
次
下
が
意
味
の
分
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
氏
は
、
上
記
の
氏
の
：
－
　
（
r
声
聞
も
ぼ
さ
つ
」
の
説
）
の
ご
と
く
1
乗
を
解
釈

す
れ
ば
、
F
こ
の
経
が
大
・
小
乗
の
対
立
を
前
提
と
し
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
ま

た

r
こ
の
経
の
第
一
類
の
成
立
が
『
般
若
経
』
よ
り
古
い
と
考
え
ら
れ
る
」
こ

と
が
知
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
誰
で
も
疑
問
に
思

う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
氏
は
何
も
説
明
し
て
い
な
い
。
説
明

が

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
理
解
の
し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
の

み

な
ら
ず
こ
こ
の
文
意
は
前
後
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
次
下
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　

　
r
〈
　
1
切
衆
生
皆
悉
ぼ
さ
つ
〉
と
主
張
す
る
グ
ル
ー
プ
が
、
ま
ず
ぶ
つ
か
ら

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
マ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ゼ
　
　
へ
　
　
も
　
　
て
　
　
も

　
　

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
当
時
の
部
派
教
団
で
あ
り
、
そ
こ
に
〈
声

　
　

聞
も
ぼ
さ
つ
〉
と
主
張
す
る
第
一
類
が
成
立
し
た
必
然
性
が
あ
っ
た
。
こ

　
　
　
　
末
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れ
に

対

し
第
二
類
の
〈
法
華
者
団
自
身
の
ぼ
さ
つ
行
〉
は
最
初
明
文
化
さ

　
　
れ

る
必
要
が
な
か
っ
た
か
、
あ
る
程
度
進
ん
だ
段
陪
で
さ
ま
ざ
ま
な
迫
害

　
　
を
受
け
、
そ
の
行
動
が
反
省
・
n
覚
さ
れ
る
に
至
っ
て
第
二
類
が
成
立
し

　
　

た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
段
階
的
成
立
説
を
採
用
し
て
も
第
一
類
と

　
　
第
二
類
の
思
想
の
一
貫
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
取
意
。
傍
点
筆
者
）

　

こ
の
文
意
は
、
あ
き
ら
か
に
、
大
・
小
乗
の
対
立
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
さ
き
に
「
大
’
小
乗
の
対
立
を
前
提
と
し
な
い
」
と
言
っ
た
こ
と
と

矛
盾
す
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。

　

ま
た
「
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
第
一
類
と
第
二
類
の
思
想
の
一
貫
性
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
第
↓
類
も
第
二
類
も
と
も
に

r菩
薩
行
」
を
主
旨
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
『
法
華
経
』
が
大
乗
仏

教
で

あ
る
か
ぎ
り
、
当
然
至
極
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
い

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
第
一
類
と
第
二
類
に
共
通
し
た
概
念
や
思
想
を
持

ち
出
し
た
と
こ
ろ
で
問
題
に
な
ら
な
い
。
両
者
の
間
に
異
な
っ
た
概
念
や
異
な

っ

た
形
式
の
思
想
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
、
そ
れ
ら
が
思
想
内
容
に
お
い
て
一

貫

し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

五

　
拙
著
に
も
述
べ
て
お
い
た
が
、
私
見
に
よ
る
と
、
『
法
華
経
』
の
↓
乗
思
想

の

内
容
に
は
、
二
つ
の
形
が
認
め
ら
れ
う
と
思
う
o

　
第
一
は
、
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
が
一
仏
乗
に
よ
っ
て
肯
定
的
に
包
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
二
十
号
）

さ
れ
止
揚
・
統
一
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
三
乗
方
便
説
」

が

こ
れ
に
当
る
。
こ
れ
に
声
聞
が
廻
心
し
、
そ
の
身
分
を
捨
て
て
苦
薩
に
転
じ
、

三
十
二

相
の
ご
と
き
仏
果
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。
声
聞

（阿
羅
漢
）
が
一
乗
の
法
を
信
受
し
、
そ
の
法
と
仏
に
対
す
る
決
定
心
（
信
心
）

を
確
立
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
身
分
・
地
位
の
ま
ま
で
ど
う
い
う
形
に
よ
っ
て

か

仏

智
に
ふ
れ
、
仏
の
悟
り
の
世
界
に
包
摂
さ
れ
帰
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　
第
二
は
、
声
聞
・
縁
覚
の
二
乗
が
否
定
せ
ら
れ
廻
心
し
て
菩
薩
乗
（
1
1
仏
乗
）

に

転

ず
る
と
い
う
↓
乗
説
で
あ
っ
て
、
「
二
乗
方
便
説
」
と
い
え
る
。
こ
の
場

合
に
、
声
聞
（
阿
羅
漢
）
は
そ
の
身
分
を
捨
て
て
菩
薩
に
転
じ
’
歴
劫
の
修
行

を
経
て
“
！
e
x
　
（
1
1
1
十
二
相
等
の
実
現
）
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
声
聞
↓

縁
覚
↓
菩
薩
（
仏
）
と
い
う
よ
う
に
、
修
行
行
位
の
進
展
と
と
も
に
修
行
者
の

身
分

も
変
化
・
進
展
す
る
の
で
あ
る
。

　
右
の

二
種
の

一
乗
説

は
、
二
種
の
成
仏
観
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の

二

つ

を
は
っ
き
り
区
別
し
な
い
と
『
法
華
経
』
の
一
乗
説
は
正
確
に
理
解
さ
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
い
ま
こ
の
二
つ
の
形
が
比
較
的
よ
く
認
識
さ
れ

る
も
の
と
し
て
信
解
品
・
授
記
品
に
お
け
る
四
大
声
聞
の
成
仏
に
つ
い
て
み
て

み
よ
う
。

　
信
解
品
の
長
行
に
お
い
て
、
声
聞
の
須
菩
提
ら
は
釈
尊
か
ら
聞
か
さ
れ
た
一

乗
の
教
え
を
信
受
す
る
こ
と
に
、
ち
て
二
切
智
件
三
（
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
ズ
に
｝
S
　
：
o
）

を
得
た
こ
と
を
自
覚
す
s
o
”
　
1
切
智
性
は
仏
智
で
あ
る
か
ら
、
仏
智
を
得
入
／
1
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0

い

う
こ
と
ぱ
結
局
は
成
仏
し
た
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か

し
こ
れ
ほ
究
寛
位
の
仏
果
に
達
し
そ
れ
を
実
現
し
た
と
い
う
こ
1
1
＞
と
決
し
て

同
じ
で
な
い
。
こ
の
長
行
に
対
応
す
る
侶
を
見
う
と
、
羅
什
訳
に
よ
っ
て
引
用

す
る
が
、
須
菩
提
ら
は
「
大
智
」
「
道
」
「
果
」
を
得
た
と
言
い
、
つ
づ
い
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

我
ら
は
今
、
真
に
是
れ
声
聞
な
り
．
、
仏
這
の
声
を
以
て
一
切
を
聞
か
し
む

　

　

べ
し
。

　
　
我

ら
は
今
、
真
に
阿
羅
漢
な
り
。
諸
の
世
問
・
天
・
魔
・
梵
に
於
て
普
く

　
　
其
の
中
に
於
て
供
養
を
受
く
べ
し
、

　
須

菩
提
ら
は
仏
智
（
一
切
智
性
）
を
得
た
と
い
う
n
覚
を
持
っ
た
が
、
そ
れ

は

同
時
に
み
ず
か
ら
が
真
の
声
聞
・
阿
羅
漢
で
あ
る
と
い
う
白
覚
を
持
っ
た
こ

と
に
外
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
声
聞
・
阿
羅
漢
の

身
分
の
ま
ま
で
、
す
な
わ
ち
菩
薩
に
転
ず
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
に
仏
智
を
得
、

仏
陀

と
同
じ
境
地
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
声
聞
・
阿
羅
漢
あ
る
い

は
縁
覚
が
そ
の
ま
ま
の
姿
・
地
位
に
お
い
て
仏
陀
の
境
地
に
合
一
し
仏
陀
と
の

一
体
観
を
得
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
三
乗
は
山
1
1
定
的
に
一
仏
乗

に
止
揚
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
右
が

一
乗

思
想
の

第
一
の
形
を
示
す
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
法
華

経
』
は
つ
ぎ
の
授
記
品
に
お
い
て
第
二
の
形
の
一
乗
思
想
を
表
明
し
て
い
る
。

す

な
わ
ち
四
大
声
聞
に
対
寸
る
授
記
作
仏
が
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

授
記

作
仏
に
X
来
成
仏
で
あ
る
か
ら
、
声
聞
が
菩
薩
に
転
じ
歴
却
の
修
行
を
経



て

仏
果
に
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
菩
薩
に
転
ず
る
と
い
う
こ
と
は
一
般
に

経
文
に

ほ
明
瞭
な
形
で
ば
説
か
れ
て
い
な
い
が
、
勧
持
品
に
お
い
て
摩
河
波
悶

波
提
比
丘
尼
ら
声
聞
の
授
記
作
仏
を
説
く
際
に
、
「
か
の
女
ら
に
、
将
来
菩
薩
．

大
士

・
法
師
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
に
菩
薩
行
を
円
満
（
完
成
）
し
て
仏

と
な
る
で
あ
ろ
う
（
未
来
形
動
詞
を
用
い
る
ご
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
を
知
ろ
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
廻
心
へ
廻
小
向
大
）
の
一
乗
説
で
あ

る
。
声
聞
の
授
記
作
仏
に
つ
い
て
の
『
法
華
経
』
の
所
説
は
、
未
来
に
実
現
さ

る
べ
き
仏
名
か
ら
仏
国
土
の
様
相
に
至
る
ま
で
の
こ
と
を
か
な
ら
ず
詳
し
く
記

し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
一
乗
説
は
、
仏
果
の
実
現
と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ

て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
私
見
に

よ
れ
ば
、
第
一
の
形
の
一
乗
思
想
は
『
般
若
経
』
の
思
想
に
基
づ
い

て
一
層
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
も
の
、
第
二
の
形
に
お
け
る
一
乗
と
成
仏
の
思
想

は
、
第
一
に
基
づ
い
て
一
層
そ
の
徹
底
化
を
は
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、

古

来
、
声
聞
の
成
仏
は
『
法
華
経
』
独
特
の
説
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
経
の
独

自
の
立
場
は
む
し
ろ
第
二
の
形
の
一
乗
思
想
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
廻
心
の
一
乗
説
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
『
法
華
経
』
の
独
自
性
が

あ
る
の
で
あ
る
。＿！、

ご

く
大
ざ
っ
ぱ
な
推
測
で
あ
る
が
、
最
初
期
の
大
乗
仏
教
徒
は
既
成
仏
教

（小
乗
部
派
仏
教
）
に
対
し
て
思
想
的
に
は
批
判
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
が
、

　
　
　
　
末
木
文
美
士
氏
に
答
う
（
勝
呂
）

ま
だ
独
n
の
教
団
の
組
織
を
形
成
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
孜
団
の
力
関
係
に

お

い
て

に
、
既
成
の
小
浜
敦
団
に
従
属
し
、
1
て
れ
と
励
調
寸
る
p
s
う
な
己
場
に

立

っ

て

い

た
と
思
わ
れ
る
、
し
か
し
大
乗
仏
教
運
動
が
進
展
す
る
と
、
教
団
の

独
立

意
識
が
高
ま
り
、
既
成
教
団
に
拮
抗
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
優
位
す
る
立

場
に

立

つ

こ
と
を
意
図
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
当
然
既
成
教
団
の
存
在

意
義
を
消
極
的
に
評
価
し
そ
れ
を
否
定
視
す
る
こ
と
に
な
ろ
。

　

『
法

華
経
』
の
授
記
作
仏
、
す
な
わ
ち
廻
心
の
一
乗
説
は
、
声
聞
の
身
分
を

捨
て

て
菩
薩
に
転
ず
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
小
乗
教
団

の

独
立

的
存
在
意
義
を
認
め
な
い
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

う
い
う
点
に
お
い
て
こ
の
一
乗
説
は
、
大
乗
仏
教
運
動
の
も
っ
と
も
高
揚
し
た

も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
も
急
進
的
な
思
想
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
た
だ
し
『
法
華
経
』
に
描
写
さ
れ
る
未
来
の
仏
の
浄
土
の

光
景
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
声
聞
が
存
在
す
る
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、

全
面
的
に

小

乗
教
団
の
存
在
意
義
を
否
定
し
た
の
で
な
く
、
大
乗
教
団
に
従
属

す
べ
き
も
の
と
し
て
は
そ
の
存
在
意
義
を
認
め
た
と
見
る
べ
き
か
も
し
れ
な

い
）

　

『
法
華
経
』
の
こ
の
よ
う
な
立
場
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
『
般
若
経
』
の
思
想

は
「
法
開
会
」
、
『
法
華
経
』
は
「
人
開
会
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
教
法
・
思
想
の
統
一
、
後
者
は
人
格
・
教
団
（
人
格

の

集
合
体
）
の
統
1
と
い
え
る
。
前
者
は
後
者
を
前
提
と
し
な
く
て
も
成
立
す

る
が
、
後
者
は
前
者
の
意
味
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
団
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
二
十
号
）

＝
ピ
指
向
す
る
、
r
t
l
う
な
思
想
は
、
大
乗
仏
教
運
動
が
成
熟
し
た
こ
と
を
示
す
も

の

で
、
し
た
が
っ
て
『
法
華
経
』
ぱ
初
期
大
乗
仏
教
の
中
で
も
比
較
的
に
発
達

し
た
新
し
い
段
階
に
属
す
る
経
典
で
あ
る
ま
い
か
、
二
私
は
考
え
て
い
ろ
。

　

声
聞
（
阿
羅
漢
）
の
授
記
作
仏
は
、
そ
の
思
想
の
ハ
，
心
進
性
の
ゆ
え
に
、
当
時

の

仏

教
界
に
お
い
て
過
激
な
思
想
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ

の

こ
と
は
『
大
智
度
論
』
の
次
の
記
事
に
よ
っ
て
推
知
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

同
論
の
巻
↓
○
○
に
経
典
の
付
嘱
に
関
連
し
て
『
般
若
経
』
と
『
法
華
経
』
の

相
違
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

r般
若

波
羅
蜜
は
秘
密
の
法
に
非
ず
。
而
も
法
華
等
の
諸
経
に
阿
羅
漢
の

　
　
受
決
（
受
記
）
作
仏
を
説
く
．
。
大
菩
薩
の
み
能
く
受
持
し
用
う
。
壁
え
ば

　
　
大
薬

師
の
毒
を
以
て
薬
と
為
す
が
如
し
」

　
右
に

お

い

て
「
毒
」
（
劇
薬
）
に
讐
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
法
華
経
』
は

強
烈

な
衝
撃
を
与
え
る
過
激
な
思
想
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
こ
こ
で
「
秘
密
一
の
意
味
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
（
『
法
華

経
』
は
み
ず
か
ら
の
教
え
を
秘
密
と
称
し
て
い
ろ
）
、
当
時
『
般
若
経
』
の
思
想

が
一
般
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
『
法
華
経
』
の
思
想
に
す
ぐ
れ
た
特
殊
な
教
え

の

よ
う
に
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

『
法
華

経
』
の
中
に
は
、
と
く
に
第
二
類
の
叙
述
に
お
い
て
顕
著
な
こ
と
で

あ
る
が
、
仏
滅
後
に
こ
の
経
の
信
奉
者
が
非
難
・
迫
害
を
受
け
る
よ
う
な
こ
と

が
起

る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
耐
え
忍
ん
で
経
を
弘
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
に
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
事
情
を
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

映

し
た
も
の
で
あ
る
ま
い
か
。
迫
害
を
加
え
た
の
は
お
そ
ら
く
阿
羅
漢
を
究
極

の

立
場

と
す
る
既
成
の
小
乗
部
派
敦
団
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
の
場
合
の
『
法
華
経
』
の
叙
述
を
見
る
と
、
『
法
華
経
』
自
体
が
こ
の
経
を

指
示

し
て
そ
の
信
仰
と
弘
通
を
す
す
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
、
そ
れ
は

当
該
の
『
法
華
経
』
が
、
先
行
す
る
あ
る
種
の
既
成
の
『
法
華
経
』
の
存
在
を

前

提
に
し
な
け
れ
ば
言
い
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
方
が
な
さ
れ
、
そ

れ

が
段
階
的
成

立
説
の

有

力
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
こ
れ
は
も
っ
と
ら
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。
し
か
し
経
典
は
単
に
教

義

を
述
べ
た
も
の
で
な
く
て
実
践
の
表
現
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ

て

経
典

の
作
成
は
、
そ
の
傍
ら
ー
・
に
実
践
活
動
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
り
、
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

典
の
作
成
と
実
践
に
原
則
的
に
同
時
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
旧
b
う
。
も
ち
ろ

ん

宗

教
的
実
践
が
先
行
し
て
行
な
わ
れ
、
後
に
そ
の
内
容
が
明
文
化
さ
れ
て
経

典
と
し
て
0
6
纂
さ
れ
た
場
合
、
あ
る
い
は
経
典
の
教
義
が
後
に
な
っ
て
実
践
化

さ
れ
て
社
会
的
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
が
な
い
と
は
い
え
な
い

が
、
大
乗
仏
教
の
よ
う
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
経
典
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
作
成
さ
れ

た

よ
う
な
情
況
下
に
お
い
て
は
、
経
典
の
作
成
そ
の
こ
と
が
た
だ
ち
に
実
践
の

表
現

と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

第
一
類
に
お
け
る
一
乗
・
声
聞
成
仏
の
教
義
が
主
張
せ
ら
れ
た
と
き
同
時
に

そ
れ
は
実
践
化
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ほ
既
成
教
団
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
と
し

て

受

け
取
ら
れ
、
そ
の
反
動
と
し
て
た
だ
ち
ご
既
戌
教
団
か
ら
の
『
法
華
経
』

信

奉
者
に
対
す
る
非
難
・
迫
害
が
呼
び
起
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
が



第

二
類
の

作
成
に

つ

な
が
っ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に

見
れ

ば
、
第
一
類
と
第
二
類
の
作
成
は
時
間
的
に
そ
れ
ほ
ど
へ
だ
た
っ
た
も

の

と
は
思
わ
れ
ず
、
　
一
連
の
編
纂
作
業
の
中
に
お
け
る
も
の
と
し
て
「
同
時
」

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
．
、

　

氏
は
私
の
同
時
成
立
説
と
従
来
の
歴
史
的
段
階
説
と
は
そ
れ
ほ
ど
隔
っ
た
も

の

で
は

な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、
二
ー
一
二
世
紀
を
要
し
て
こ
の
経
典
が
成
立
し

た
と
い
う
段
階
的
成
立
説
（
布
施
・
岩
本
・
田
村
等
）
と
私
の
説
と
が
同
じ
で

な
い
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
最

後
に
氏
が
『
法
華
経
』
の
思
想
の
非
寛
容
の
側
面
を
指
摘
・
強
調
し
た
こ

と
は
同
感
で
あ
る
。
こ
の
非
寛
容
性
は
声
聞
成
仏
、
廻
心
の
一
乗
説
か
ら
、
結

果

と
し
て
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
上
来
私
が
論
じ
た

こ
と
か
ら
察
知
さ
れ
る
と
思
う
。

る
一
連
の
継
続
的
な
編
纂
作
業
の
過
程
に
お
い
て
、
編
纂
者
た
ち
の
間
で
討
議
が
行
な

わ

れ
、
そ
の
思
想
・
教
説
が
発
展
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
私
の
仮

説
に

お

い

て
は
、
素
材
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
教
説
（
お
そ
ら
く
そ
の
多
く
の
も
の
は
、

独
立
し
た
経
典
の
形
に
お
い
て
伝
承
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
と
思
う
）
を

具
体
的
に

指
摘
、
取
り
出
す
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
考
察
が
粗
雑
で
あ
る
こ
と
は
、
補
強

を
要
す
る
点
で
あ
る
と
自
認
し
て
い
る
。

（
注
）
　
収
録
ご
れ
て
い
る
S
［
l
t
l
，
二
の
語
の
中
に
は
「
糸
」
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
も
含

ま
れ
て
い
る
の
Z
、
、
そ
れ
を
除
い
て
数
え
た
．
、
ま
；
l
　
d
h
a
「
n
i
：
　
p
c
a
r
）
，
仙
冥
p
（
法
門
）
に
は
、
各

品
の
タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ
て
い
る
易
合
も
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
’
そ
れ
を
除
い
て
数
え
た
。

一付
記
一

　
拙
著
第
一
章
第
二
節
二
（
「
経
形
成
の
素
材
の
問
題
」
）
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、

私
ば

『
法
華
経
』
が
そ
れ
に
先
行
す
る
何
ら
の
教
説
あ
る
い
は
経
典
を
素
材
と
し
て
形

成

さ
れ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
も
の
を
素
材
と
し
な
が
ら

『
法
華

経
一
＝
は
、
ぽ
ぼ
現
形
（
提
婆
品
を
除
く
二
十
七
品
）
の
ご
と
き
体
裁
を
も
っ
て

「
一
時
」
ご
編
纂
さ
れ
成
立
し
た
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
コ
時
」
に
お
け

　
　
　
　
末
木
文
美
士
氏
に
答
う
（
勝
呂
）

＝
二


