
『
中
部
経
典
』
の
註
釈

『

パ
パ
ン

チ

ャ
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
』
の
和
訳

　
　
　
　
　
ま
　
え
　
が
　
き

　
こ
れ
は
．
．
、
亀
∨
Q
当
§
ム
ミ
§
こ
ミ
さ
＼
÷
ヘ
ミ
令
】
二
言
｝
ー
ミ
慧
や
ぎ
へ
言
o
＼
◎
↑
ミ
心
』
や

g
h
o
s
d
c
a
r
i
）
’
a
　
”
　
e
d
i
t
e
d
　
b
y
　
J
°
H
°
W
o
o
d
s
　
a
n
d
　
D
．
　
K
o
s
a
m
b
i
，
　
T
h
e
　
P
a
l
i

T
e
x
t
　
S
o
c
i
e
t
y
，
　
L
o
n
d
o
n
，
　
1
9
7
7
，
　
P
a
r
t
　
I
．
　
p
p
．
　
1
～
N
O
の
和
訳
で
あ
る
。

　
数
年
前
、
中
村
元
博
士
監
修
、
森
祖
道
博
士
編
集
の
も
と
、
パ
ー
リ
原
始
仏

典
の
新
訳
刊
行
が
春
秋
社
に
お
い
て
企
画
さ
れ
た
。
と
り
あ
え
ず
『
長
部
経
典
』

と
『
中
部
経
典
』
を
訳
出
出
版
す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
中
村
・
森
両
先
生
か

ら
示
さ
れ
た
翻
訳
の
基
本
姿
勢
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

　

1
　
読
み
や
す
く
分
か
り
や
す
い
翻
訳
を
目
指
す
。

　

2
　
『
南
伝
大
蔵
経
』
の
翻
訳
（
約
六
十
年
前
の
も
の
）
を
こ
え
る
も
の
に
す
る

　
　

た
め
に
、
ア
ヅ
タ
カ
タ
ー
（
註
釈
書
）
や
欧
米
の
訳
書
・
研
究
書
を
充
分
に

　
　
参
照
す
る
。

　
　
　
　
　
『
中
部
経
典
』
の
註
釈
『
パ
パ
ン
チ
ャ
－
ス
ー
ダ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

及

ノ

真

介

　
c
o
　
P
T
S
版
を
底
本
と
す
る
が
、
ほ
か
の
版
（
ビ
ル
マ
版
、
タ
イ
版
）
も
参
照

　
　

す
る
’
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
私
は
『
中
部
経
典
』
の
頭
の
部
分
の
翻
訳
を
羽
欠
辰
夫
先
生
と
と
も
に
担
当

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
監
修
者
・
編
集
老
の
指
針
に
従
え
ば
、
ま
ず
『
中

部
経
典
』
の
註
釈
で
あ
る
『
パ
パ
ン
チ
ャ
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
』
（
、
い
・
）
を
読
ま
ね
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
羽
目
に
追
い
込
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
私
の

担
当
分
は
『
中
部
経
典
』
の
頭
の
二
十
経
、
P
T
S
．
　
T
e
x
t
で
一
二
二

頁
分
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る
P
s
’
の
方
は
V
o
l
．
　
I
．
が
三
〇
二
頁
、

V
o
L
　
I
I
°
が
九
四
頁
で
、
計
四
〇
〇
頁
近
い
も
の
を
こ
な
す
こ
と
に
な
っ
た
。

V
o
l
．
　
I
°
を
訳
了
し
た
時
点
で
一
、
二
気
に
な
る
点
を
披
源
す
る
と
、
第
　
に

『
長
部
註
』
、
『
中
部
註
』
、
『
相
応
部
註
』
、
『
増
支
部
註
』
の
冒
頭
の
偶
（
帰
敬

頚
）
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
、
書
き
写
し
同
然
の
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
ス

ッ

タ
ニ
パ
ー
タ
』
や
『
グ
ン
マ
パ
ダ
』
を
見
れ
ば
わ
か
る
通
り
、
イ
ン
ド
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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は
詩
を
作
る
こ
と
が
好
き
で
、
大
変
す
ぐ
れ
た
才
能
を
も
っ
て
い
る
、
と
聞
い

て
い
た
の
に
、
こ
の
書
き
写
し
の
詩
を
見
る
限
り
で
は
’
パ
ー
リ
語
で
詩
を
作

　
　
　
　
　
　
グ
て

る
こ
と
が
苫
手
の
人
が
こ
の
註
釈
書
を
作
っ
た
と
し
か
思
え
な
い
。

　

同
じ
く
、
書
き
写
し
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
＼
、
曾
の
中
に
ぱ
、
先
に
東

北
大
学
の

付
上
真
完
教
授
と
共
に
翻
訳
し
た
『
ス
ヅ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
の
註
釈
で

あ
る
『
P
t
こ
、
ミ
§
ミ
令
＼
．
ミ
↑
言
（
第
一
義
解
明
）
』
中
の
記
述
と
ま
っ
た
く
同
じ
も

の

が

多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
所
は
末
尾
の
註
書
き
に
記
し
た
の
で
参
照
い

た
だ
き
た
い
。
そ
し
て
更
に
そ
の
元
を
た
ど
る
と
、
『
義
釈
（
ン
ミ
（
へ
〇
三
』
、
『
清

浄
道
論
二
ぎ
へ
・
ミ
ミ
ミ
ぶ
民
・
へ
）
』
、
『
無
碍
解
道
二
、
・
ミ
句
・
ニ
ミ
ミ
へ
～
↓
、
ミ
祭
三
』
、
『
分
別

論

二

ざ
ミ
奏
へ
こ
』
、
『
法
集
論
（
ミ
ミ
こ
ミ
Σ
§
☆
ヘ
ミ
）
』
に
行
き
つ
く
。
特
に
語
の

意
味
を
川
づ
め
で
解
明
す
る
場
合
に
こ
れ
ら
の
中
の
記
述
を
そ
っ
く
り
頂
戴
す

る
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
’
原
始
聖
典
を
解
釈
す
る
時
に
、
こ
の
手
の
註
釈
書

の

論
議

を
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
論
蔵
の
類
の
解
釈

を
ス
ト
レ
ー
ト
に
持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
。
ど
こ
で
撤
退
す
う
か
、
む
ず
か
し

い
判
断
が
必
要
と
な
る
か
ぜ
、
知
れ
な
い
．
。

　

し
か
し
’
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
五
世
紀
頃
の
南
方
上
座
部
の
ぶ
状
を
把
握

す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
註
釈
（
…
l
i
a
k
a
t
h
A
）
　
C
和
訳
が
必
須
の
条
件
と
な
ろ

う
。
幸
い
に
し
て
今
回
の
企
画
の
翻
訳
陣
は
、
阿
部
慈
園
（
明
冶
大
）
、
岡
田
行

弘
（
神
戸
友
r
大
瀬
戸
短
大
）
、
岡
田
真
美
子
（
神
戸
女
．
†
吉
、
杉
岡
信
行
（
大
谷
さ
、

田
辺
和
子
（
名
古
屋
大
）
、
中
村
元
（
東
方
学
院
長
）
、
浪
花
宣
明
h
陳
方
研
究
治
）
、

橋
本
哲
夫
、
羽
矢
辰
夫
（
青
森
公
立
大
）
、
松
田
慎
也
（
上
越
教
本
－
ー
大
）
、
松
田
祐
子
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

松
村
淳
子
（
神
戸
国
際
さ
、
森
祖
道
（
愛
知
学
院
ざ
、
山
n
務
、
渡
辺
研
二
（
淑

徳
短

大
）
「
ア
イ
ウ
ェ
ォ
順
、
敬
称
略
と
い
う
こ
の
道
の
錆
々
た
る
諸
先
生
方
で

あ
り
、
原
始
聖
典
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
南
方
上
座
部
の
教
理
教
法
に
対
し
て

も
、
大
い
な
る
光
明
を
か
か
げ
て
下
さ
る
こ
と
を
期
待
出
来
よ
う
。

　

『
中
部
経
典
』
の
第
一
頁
を
註
釈
す
る
の
に
、
P
s
°
は
二
九
頁
を
要
し
て
い

る
。
も
う
少
し
要
領
よ
く
記
述
出
来
な
い
か
’
と
思
う
が
、
こ
れ
も
註
釈
の
特

徴
の

→
つ
で

あ
り
、
な
い
が
し
ろ
に
は
出
来
な
い
。
紙
幅
の
関
係
上
、
ピ
ニ
九

頁

ま
で
の
和
訳
（
試
訳
）
を
掲
載
す
る
に
と
ど
め
た
が
、
註
釈
書
の
記
述
の

様

相
は
察
知
し
て
い
た
だ
け
よ
う
。
そ
し
て
註
釈
の
去
屑
の
下
に
伏
流
す
る
註

釈
者
の

熱
い
思
い
が
洞
察
さ
れ
れ
ば
’
と
願
う
。
彼
竿
は
世
尊
と
そ
の
教
法
に

絶
対
の
信
を
お
き
、
そ
の
上
に
立
っ
て
註
釈
を
進
め
て
い
る
。
『
パ
パ
ン
チ
’
t
’
　
－

ス

ー
ダ
ニ
ー
』
は
、
第
一
巻
に
限
っ
て
言
う
と
、
ぽ
と
ん
ど
が
語
句
の
註
釈
で

埋
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
見
、
無
味
な
註
釈
の
羅
列
の
よ
う
に
も
思
え
る

が
、
よ
く
読
め
ば
そ
の
底
流
に
、
世
尊
に
対
す
る
限
り
な
い
潟
仰
と
信
頼
を
、

更
に
は
世
尊
と
そ
の
教
法
に
帰
入
す
る
こ
と
に
よ
る
救
済
の
願
い
を
、
そ
し
て

正
法
広
宣

の

使
命
感
を
察
知
宇
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　

『
法
華
経
』
友
楽
行
品
の
．
．
．
蔵
学
者
に
も
似
た
余
乗
の
者
の
拙
訳
の
掲
載
を

許

し
て
下
さ
っ
た
法
華
経
文
化
研
究
所
・
勝
呂
信
静
所
長
に
心
か
ら
謝
意
を
表

す
る
次
第
で
あ
る
。



＿

『
パ

パ
ン

チ
ャ

・

ス

ー
ダ
ニ
ー
（
勺
ミ
慧
§
竺
§
〉
三
迷
論
を
正
し
く

導
く
も
の
）
』
と
い
う
、
『
中
部
経
血
ハ
の
註
釈
い

か

の

世
尊
・
阿
羅
漢
・
正
等
覚
者
に
帰
命
し
た
て
ま
つ
る
。

一　
〔
根
本
法
門
経
の
註
釈
〕

　
　
（
1
）

1
　
憐
み
深
く
、
清
涼
な
心
の
方
を
、
智
慧
の
燈
火
を
も
っ
て
愚
痴
の
闇
を

　
や
ぶ
る
方
を
、

　
人
々
と
共
な
る
不
死
の
世
間
の
尊
師
を
、
死
後
の
行
方
か
ら
解
放
さ
れ
て

　
い

る
善
逝
を
私
は
礼
拝
す
る
。

　
仏
も
ま
た
、
か
つ
て
仏
た
る
こ
と
を
修
習
し
、
ま
た
証
明
し
、

　
そ
し
て
積
れ
な
き
も
の
を
得
た
の
で
あ
り
、
そ
の
〔
仏
が
得
た
〕
無
上
の

　
法
を
私
は
礼
拝
す
る
。

善
逝
自
身
か
ら
生
ま
れ
た
息
子
た
ち
で
あ
り
、
魔
軍
を
混
乱
さ
せ
、

　
八
つ

も
の
人
々
の
集
ま
り
で
あ
る
聖
な
る
僧
団
を
、
頭
を
つ
け
て
私
は
礼

拝
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
私
は
思
念
が
清
ま
り
、
三
宝
を
礼
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
福

徳
を
得
て
’

　
そ
れ
は
よ
く
障
碍
を
破
っ
て
、
そ
の
威
力
に
よ
っ
て
、

中
ほ
ど
の
分
量
の
経
典
で
あ
る
、
す
ぐ
れ
た
『
中
部
阿
含
経
』
の
、

仏
陀
覚
者
か

ら
称
讃
さ
れ
、
他
論
を
打
ち
破
る
〔
そ
の
経
典
〕
の

　

　

　

r
中
部
経
典
h
の
註
釈
『
バ
バ
ン
チ
ャ
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

2

意
味

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
『
註
釈
』
が
、
は
じ
め
に
五
百
人
の
自

在
者
た

ち
に
よ
っ
て

合
涌
さ
れ
、
更
に
合
．
曲
さ
れ
た
も
の
が
後
に

n
在
者
大
η
、
ヒ
ン
ダ
に
よ
っ
て
シ
ー
ハ
ラ
鳥
に
も
た
ら
さ
れ
、

島
の
住
民
た
ち
の
た
め
に
シ
ー
ハ
ラ
語
に
訳
さ
れ
た
。

そ
こ
で
私
は
シ
ー
ハ
ラ
語
を
ば
心
喜
ば
し
い
二
．
日
語
〔
パ
ー
リ
語
〕
に
移
し

な
お
し
て
、

聖
典
の

意
趣
に

ふ

さ
わ
し
い
誤
り
の
な
い
「
語
〕
を
用
い
っ
っ
、

上

座
の
伝
統
を
輝
か
せ
る
上
座
た
ち
が
、

大
寺
に
住
す
る
÷
R
　
“
r
が
、
す
ぐ
れ
て
精
妙
な
決
定
を
な
し
た
宗
義
に
反
す

る
こ
と
な
く
、

後
か
ら
加
え
ら
れ
た
意
味
を
捨
て
て
、
f
本
来
の
〕
意
味
を
私
は
明
ら
か

に

し
よ
う
。

善

き
人
々
が
満
足
す
る
た
め
に
、
ま
た
法
が
永
く
と
ど
ま
る
た
め
に
、

戒
律
論
や
清
浄
な
生
活
法
や
、
更
に
観
人
，
心
修
行
法
も
全
て
、

修
行
の

次
第

を
そ
な
え
た
禅
定
・
等
至
（
精
神
統
↓
）
の
詳
説
と
’

ま
た
一
切
の
神
通
と
智
慧
に
も
と
つ
く
決
定
と
、

〔
五
〕
紐
と
身
体
の
要
素
（
界
）
・
認
識
の
要
素
（
処
）
・
官
感
と
、
更
に

聖

な
る
四
つ
の

真
理

と
、
因
縁
の
様
相
を
説
く
こ
と
と
、
き
わ
め
て
清
ら
か
な
妙
な
る
趣

巳
：
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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（
2
）

聖

典
の
道
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
な
き
観
察
の
修
習
と
、

こ
れ
ら
の
全
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
『
清
浄
道
論
』
の
中
で
私
が
完
壁
に

説
い
た

の

で
、
そ
れ
故
に
更
に
ま
た
、
そ
れ
を
こ
こ
で
考
査
し
な
い
で
あ

ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
『
清
浄
道
論
』
ば
、
四
つ
の
阿
含
聖
典
の
中
に
立
っ

て
、そ

こ
で
説
か
れ
た
通
り
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
『
清
浄
道
諭
』
〕

を
も
こ
の

註
釈

と
と
も
に
把
握
し
て
、
『
中
部
経
典
』
の
合
涌
の
意
味
を
知
る
が
よ

ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
ば

し
　
し
」

2
そ
こ
で
、
『
中
部
経
典
』
の
合
前
（
竺
言
三
）
と
い
う
の
は
、
五
十
〔
経
〕

　
ず
つ
に
し
て
、
　
F
根
本
五
十
経
篇
」
「
中
の
五
十
経
篇
」
「
後
の
五
十
経
篇
」

　
と
、
三
つ
の
五
十
経
篇
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
．
、
品
（
章
）
か
ら
い
う

　
と
、
ヱ
、
れ
そ
れ
の
五
十
経
篇
を
各
五
品
ず
つ
と
し
て
十
五
品
に
ま
と
め
て

　
い

る
。
経
か
ら
い
う
と
、
百
五
十
経
と
更
に
二
経
あ
る
。
語
か
ら
い
う
と

　
八
万
五
百
二
十
三
〔
語
」
で
あ
る
。
ヱ
、
れ
で
古
人
達
は
〔
こ
う
〕
「
．
．
日
う
。

　
　

r
八

万
語

と
更
に
五
百
「
語
一
と

　
　
な
お
．
一
十
1
二
〔
語
〕
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
語
「
数
一
に
こ
の
よ
う
に

　
　
確
定

し
て
い
る
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

　
ま
た
文
字
か
ら
I
I
．
．
：
う
と
七
十
四
万
五
十
一
．
1
文
字
で
あ
る
。
而
分
（
ピ
言
言
・

v
a
r
a
）
か
ら
す
れ
ば
八
十
前
文
と
二
十
三
語
を
加
え
た
半
禰
分
で
あ
る
。

文
の
転
結
（
a
l
］
u
g
．
　
，
a
n
△
h
i
）
か
ら
言
う
と
、
質
問
に
よ
る
文
の
転
結
、
〔
世
咋

の
〕
意
向
に
よ
る
文
の
転
結
、
な
り
行
き
に
よ
る
文
の
u
s
　
e
e
　
（
y
a
t
h
i
m
u
－

s
a

n
＾
三
）
に
よ
っ
て
、
略
し
て
言
え
ば
文
の
転
結
は
三
種
で
あ
る
．
。
し
か
し

詳

し
く
は
こ
こ
に
三
千
九
百
の
文
の
転
結
が
あ
ろ
。
そ
れ
で
古
人
達
ば

〔
こ
う
〕
言
う
。

　

「
そ
の
よ
う
に
三
千
九
百
の
結
び
口
　
（
s
a
n
d
h
i
）
が
あ
っ
て
、

　

こ
れ
ら
の
『
中
部
経
典
』
の
文
の
転
結
の
仕
組
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

　
る
・
と
。

3
　
え
こ
」
で
五
十
〔
経
」
に
ま
と
め
た
も
の
の
中
で
「
根
本
五
十
一
経
」
」
が

　
最
初
で
あ
る
。
品
の
中
で
は
「
根
本
法
門
川
川
、
経
の
中
で
に
「
根
本
法

　
門
経
」
が
〔
最
初
で
あ
る
」
。
そ
し
て
《
こ
の
よ
う
に
私
に
聞
い
て
い
る

　
ミ
§
～
＼
ミ
免
ミ
§
》
と
い
う
〔
句
〕
を
冒
頭
に
つ
け
た
・
　
x
l
p
t
老
阿
難
が
第

　
一
大
結
集
の
時
に
述
べ
た
そ
の
「
経
」
の
因
縁
三
三
雪
ε
が
最
初
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
第
一
大
結
集
は
『
長
部
経
典
』
の
’
註
釈
で
あ
る
『
ス
マ
ン
ガ

　
ラ
ヴ
f
ラ
ー
シ
ニ
ー
　
（
㎏
ミ
ミ
こ
ボ
Q
忘
ベ
ミ
☆
¢
へ
こ
へ
妙
（
鳳
る
士
1
1
W
仲
の
吻
川
キ
」
る
」
・
も
つ

　
も
の
）
］
の
冒
頭
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
で
あ
る
か
ら
そ
の
パ
結

　
集
」
に
つ
い
て
に
そ
こ
で
詳
説
さ
れ
た
意
趣
に
よ
っ
て
も
う
知
ら
れ
よ
う
。



3
4
〔
1
1
〕
　
し
か
し
、
お
よ
そ
こ
の
「
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
て
い
る
」
と
い

　
　
う
〔
句
〕
を
冒
頭
に
し
た
因
縁
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
《
こ
の
よ
う
に
⌒
C
e
こ
》

　
　
と
ば
不
変
化
詞
（
三
〔
・
三
ρ
－
｝
・
p
〔
ε
で
あ
る
。
《
私
に
よ
っ
て
（
ミ
シ
な
ど

　
　
は
名
品
（
1
］
a
l
l
］
a
－
P
p
d
a
）
で
あ
る
。
《
ウ
；
カ
T
タ
ー
に
住
ん
で
お
ら
れ
る

　
　
C
（
．
7
e
l
e
a
t
t
l
t
c
i
）
’
c
t
i
．
n
　
l
’
i
7
u
t
r
a
t
i
）
〉
〉
と
い
う
こ
こ
で
、
？
三
①
日
ご
の
〕
二
は
接

　
　
t
E
5
；
＝
l
t
　
（
u
p
a
s
a
c
　
g
．
　
g
a
－
p
a
，
　
d
a
）
で
あ
り
、
h
a
r
a
t
i
　
a
f
述
辞
（
算
三
ご
㌣
H
三
旨
）
で

　
　
あ
る
、
と
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
語
の
種
別
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

5
　
し
か
し
、
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
「
こ
の
よ
う
に
（
O
s
r
a
l
l
l
）
」
と
い

　
う
語
は
、
比
楡
、
教
示
、
表
慶
、
非
難
、
応
諾
、
様
相
、
例
示
、
確
認
な

　
ど
の
ち
様
な
意
味
に
分
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
こ
の
〔
e
v
a
m
〕
に
コ
花
の

　
山

か

ら
多
く
の
花
環
の
類
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
、
］
そ
の
よ
う
に
生
ま
れ

　
て

死
す

べ

き
も
の
は
多
く
の
善
を
な
す
べ
き
で
あ
る
」
（
、
）
心
認
」
と
い
う

　
な
ど
〔
の
文
〕
で
は
比
喩
を
［
示
す
〕
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
の

　

よ
う
に
君
は
進
む
べ
き
だ
．
、
そ
の
よ
う
に
退
く
べ
き
だ
」
二
卜
7
δ
ε
と

　
い

う
な
ど
〔
の
文
）
で
は
敦
示
〔
の
意
味
」
で
〔
用
い
ら
れ
て
い
る
〕
。

　

「
世

尊
よ
、
こ
れ
は
そ
の
通
り
で
す
。
善
逝
よ
、
こ
れ
は
そ
の
通
り
で
す
」

　
（
／
1
．
　
i
．
　
1
9
2
）
と
い
う
な
ど
［
の
文
」
で
は
表
慶
（
喜
び
を
去
わ
す
こ
・
．
」
）
に

　

〔用

い

ら
れ
て
い
る
」
。
「
し
か
し
こ
の
下
賎
の
女
は
こ
れ
こ
れ
し
か
じ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
　
せ

　
と
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
、
あ
の
坊
主
頭
の
似
非
沙
門
へ
の
ほ
め
言
葉
を
言

　
う
」
三
二
゜
」
ξ
な
ど
［
の
文
一
で
は
非
難
に
「
用
い
ら
れ
て
い
る
⑪
。
「
は

　

　

　

‥
、
中
部
経
典
』
の
註
釈
〔
．
ハ
パ
ン
チ
a
、
’
ス
ー
グ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
ち
V
ー
ノ
ー
）

い
、
尊
師
様
。
と
彼
等
比
丘
達
は
な
る
ほ
ど
世
惇
に
う
な
ず
い
た
」
3
＼

一

b
と
い
う
な
ど
［
の
文
」
で
は
応
諾
に
「
川
い
ら
れ
て
い
る
」
、
「
ま
っ

た
く
そ
の
通
り
に
、
私
に
、
尊
師
様
、
世
尊
が
説
か
れ
た
法
を
理
解
し
ま

す
」
二
＼
二
゜
2
：
5
8
）
と
い
う
な
ど
〔
の
文
」
で
ぱ
様
相
［
を
表
わ
す
の
〕
に

〔用

い

ら
れ
て
い
る
L
、
「
さ
あ
、
学
ぽ
よ
。
お
ま
え
に
沙
門
阿
難
の
と
こ

ろ
に
行
き
な
さ
い
。
行
っ
て
、
私
の
ぞ
．
口
葉
と
し
て
沙
門
阿
難
に
、
少
病
少

悩
で

あ
る
か
、
起
居
軽
快
か
、
力
〔
に
満
ち
子
、
い
る
〕
か
、
安
楽
に
住
し

て
い
る
か
を
尋
ね
な
さ
い
。
［
則
ち
〕
『
ト
ー
デ
一
，
の
息
子
・
ス
パ
学
生
は

尊
者
阿
難
に

少
病

…
…
乃
至
…
…
安
楽
に
住
し
て
い
る
か
を
尋
ね
ま
す
』

と
。
ヱ
、
し
て
こ
の
よ
う
⊆
三
．
日
い
な
さ
い
。
『
ど
う
ぞ
尊
者
阿
難
は
ト
ー
デ

ャ

の
息
．
丁
・
ス
パ
学
牛
．
の
住
居
に
、
憐
み
を
も
っ
て
い
ら
し
て
下
さ
い
』
」

（
D
°
i
．
　
L
，
U
l
）
と
い
う
な
ど
〔
の
文
」
で
ほ
例
示
〔
を
表
わ
す
の
〕
に
〔
川

い
ら
れ
て
い
る
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
り
ど

　

［
そ
れ
を
ど
う
思
う
か
、
カ
ー
ラ
ー
マ
の
人
達
よ
。
こ
れ
ら
の
法
は
善

い

の

か
、
そ
れ
と
も
善
く
な
い
の
か
」
と
。
「
尊
師
よ
、
羊
：
v
あ
り
ま
せ

ん
」
「
有
罪
か
、
そ
れ
と
も
無
罪
か
」
と
。
「
尊
師
よ
、
有
罪
で
す
」
「
識

者
か

ら
非
難
さ
れ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
識
者
に
称
讃
さ
れ
る
も
の
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ト
　

と
。
「
識
者
に
非
難
さ
れ
る
も
の
で
す
。
尊
師
よ
」
「
［
そ
の
法
が
〕
完
成

さ
れ
受
持
さ
れ
る
と
、
無
益
な
こ
と
に
、
苦
し
み
に
な
る
の
か
o
そ
れ
と

も
そ
う
で
な
い
の
か
o
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
に
〔
そ
の
苦
は
〕
こ
こ
に

あ
る
の
か
」
と
。
「
尊
師
よ
。
〔
そ
の
法
が
〕
完
成
さ
れ
受
持
さ
れ
る
と
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二
．
．
一



　
　
　
法
華
虻
化
酬
究
（
第
二
十
一
号
）

無
益
な
こ
と
に
、
苦
し
み
に
な
り
ま
す
。
　
〔
そ
の
苦
ぱ
L
こ
の
よ
う
に
、

私

ど
も
に
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
」
へ
・
｛
」
°
［
O
S
と
い
う
な
ど
’
の
文
〕
で

は

確
認

［
を
表
わ
す
の
〕
に
〔
用
い
ら
れ
て
い
る
）
。
そ
の
［
2
p
ヨ
〕
は
、

こ
こ
で
は
様
相
・
例
示
・
確
認
〔
を
表
わ
す
の
一
に
一
、
用
い
ら
れ
て
い
る
、

と
〕
見
ら
れ
よ
う
。

6
　
そ
こ
で
、
「
様
相
（
a
k
　
i
u
，
a
）
」
の
意
味
の
「
こ
の
よ
う
に
」
と
い
う
語
に

　
　
よ
っ
て
次
の
意
を
明
ら
か
に
す
る
。
〔
即
ち
〕
種
々
の
理
趣
に
巧
み
で
、
ち

　
　
く
の
意
向
よ
り
生
じ
、
意
味
と
字
句
が
整
い
、
種
々
の
神
変
が
あ
り
、
法

　
　
　
の
意
味
．
説
示
・
洞
察
が
深
く
、
あ
ら
ゆ
る
人
六
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
一
・
、
u
語
に

4
　
順
応
し
、
聴
覚
の
領
域
（
耳
路
）
に
到
来
し
た
そ
の
世
尊
の
言
葉
を
、
あ

　
　
ら
ゆ
る
様
川
か
ら
誰
が
認
識
寸
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く

　
　
て
、
「
全
力
を
も
っ
て
聞
き
た
い
気
持
を
〔
白
分
に
〕
生
じ
さ
せ
て
、
な

　
　
お
、
こ
の
よ
う
に
私
に
よ
っ
て
聞
か
れ
て
い
る
。
私
に
よ
っ
て
も
ま
た
或

　
　
る
一
様
相
を
も
っ
て
聞
か
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
「
例
．
小
（
三
－

　
　
巳
器
但
旨
）
」
の
意
味
に
よ
れ
ば
、
「
私
は
1
1
在
（
於
3
・
p
三
）
一
≡
°
自
分
勝
手
に

　

言
っ
て
い
る
の
）
で
は
な
い
。
こ
れ
は
私
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
の
で
は

　
　
な
い
」
と
、
n
分
を
は
ず
し
て
、
「
こ
の
よ
う
に
私
に
よ
っ
て
聞
か
れ
て

　
　
い
る
。
私
に
よ
っ
て
も
こ
の
よ
う
に
聞
か
れ
て
い
る
」
と
、
今
説
か
れ
る

　

　
べ
き
全
て
の
経
を
例
示
す
る
の
で
あ
る
。

　

　
　
「
確
認
（
口
s
’
a
d
h
i
　
r
a
n
P
）
の
意
味
に
よ
れ
ば
、
「
比
丘
た
ち
よ
、
私
の
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
S

聞
の
声
聞
．
比
丘
た
ち
の
中
で
、
こ
の
阿
難
こ
そ
節
↓
人
者
な
の
だ
。

：
・
・
：
・
記
憶
力
が
あ
り
…
…
理
解
力
が
あ
り
…
…
堅
固
心
が
あ
る
待
者
達
の

中
で
、
こ
の
阿
難
こ
そ
「
第
一
人
者
〕
な
の
だ
」
へ
」
’
i
°
　
2
・
b
と
、
こ
の
よ

う
に
世
尊
か
ら
「
咋
者
阿
難
は
意
味
「
，
を
知
る
こ
と
］
に
巧
み
で
、
法
「
を

知

る
こ
と
」
に
巧
み
で
、
字
句
に
巧
み
で
、
「
．
口
辞
に
巧
み
で
、
〔
文
の
〕

前

後
、
を
5
1
る
こ
と
▽
に
巧
み
で
あ
る
」
と
、
ま
た
こ
の
よ
う
に
法
将
軍

か

ら
称
讃
さ
れ
た
者
で
あ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
日
分
の
受
持
力
（
・
三
今
昌
苧

b
a
l
a
）
を
．
小
し
つ
つ
、
衆
生
（
）
　
”
ノ
、
）
に
聞
き
た
い
気
持
る
起
こ
さ
せ
る
。

〈
こ
の
よ
う
に
〉
私
に
よ
っ
て
聞
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
い
か
に
も

音
心
味
か
ら
も
字
句
か
ら
も
過
不
足
な
く
、
ま
さ
に
〈
そ
の
よ
う
〉
で
あ
っ

て
、
そ
う
で
は
な
い
と
見
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
へ
よ
ン

7
　
《
私
に
よ
っ
て
⌒
〕
ミ
》
と
い
う
語
は
∵
、
つ
の
意
味
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

す

な
わ
ち
、
た
と
え
ば
「
詩
を
と
な
え
て
、
，
得
た
食
物
〕
ぱ
私
に
よ
っ
て

食
べ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
（
♂
こ
゜
㏄
ご
と
い
う
な
ど
の
パ
文
L
で
は
〈
私

に
よ
っ
て
（
I
l
］
a
Y
i
l
）
〉
と
い
う
意
味
で
あ
．
ろ
。
「
ど
う
ぞ
尊
師
様
．
、
私
の
た

め
に
世
惇
は
簡
略
に
法
を
説
い
て
下
さ
い
」
　
言
二
元
o
ω
）
と
い
う
な
ど
の

　

〔，
N
　
．
l
に
お
い
て
は
〈
私
の
た
め
に
（
三
三
竺
三
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

「
比

丘
た
ち
よ
。
君
達
は
私
の
相
続
者
に
な
れ
よ
　
こ
＼
°
L
　
1
2
）
と
い
う

な
；
u
の
　
／
文
　
J
で
は
〈
私
の
（
∋
。
∋
三
〉
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
は
し
か
し
t
．
r
p
t
に
よ
っ
て
（
∋
3
・
三
聞
か
れ
て
い
る
」
と
い
う



の
と
、
「
“
（
　
｛
）
　
（
r
n
a
m
a
）
聞
い
た
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
に
結
ば
れ
る
。

8
　
《
聞
か
れ
て
い
る
（
°
。
三
p
邑
》
と
い
う
こ
の
ω
’
二
ρ
と
い
う
語
は
、
接
頭

　
辞
（
勿
P
已
℃
P
勿
O
σ
q
g
a
）
の
あ
る
も
の
と
接
頭
辞
の
な
い
も
の
と
で
、
行
く
こ
と
・

　
博

聞
・
ぬ
れ
た
’
積
ま
れ
た
・
専
念
・
耳
で
識
知
さ
れ
る
べ
き
・
耳
門
を

　
通

し
て
認
知
さ
れ
た
’
な
ど
多
種
類
の
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と

　
え
ば
「
軍
隊
を
も
っ
て
追
及
し
た
　
（
p
a
s
u
t
a
）
」
と
い
う
等
の
〔
文
〕
で
は
、

　
「
行
　
i
v
　
0
　
“
（
g
a
c
c
h
a
．
n
t
）
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
法
を
聞
い
た
者
（
°
。
三
P

　
d
h
a
m
m
a
f
　
）
　
Q
、
見
る
者
の
」
（
I
J
i
J
l
．
　
i
”
3
）
と
い
う
な
ど
の
｝
、
文
一
で
は
法

　
を
博
聞
し
；
J
－
〈
　
（
v
i
s
s
u
t
a
－
d
h
a
m
m
a
）
　
C
’
　
J
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
染
心

　
あ
る
「
、
q
j
〕
　
（
a
v
a
s
s
u
t
a
）
が
染
心
あ
る
〔
男
の
手
か
ら
食
べ
物
を
受
け
て
〕
」

　
二

ご
～
°
x
．
°
2
1
3
，
　
2
3
3
B
，
L
b
と
い
う
な
ど
の
〔
文
］
で
は
、
「
欲
情
に
∴
ぬ
れ
た

　

〔
女
〕
が
〔
欲
情
に
〕
ぬ
れ
た
〔
男
の
手
か
ら
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

「
君
達
に

よ
っ
て
少
な
か
ら
ぬ
福
が
追
求
さ
れ
た
（
p
a
s
u
t
a
）
」
（
§
w
ρ

　
I
’
t
r
．
　
5
）
と
い
う
な
ど
の
〔
文
］
で
は
、
積
M
f
れ
4
！
　
（
u
p
a
c
i
t
a
）
と
い
う
意

　
味
で
あ
る
。
「
お
よ
そ
禅
定
に
専
心
し
た
（
j
h
a
－
n
a
－
p
a
s
t
r
t
a
）
賢
者
た
ち
は
」

　
（
D
h
．
　
1
8
1
）
と
い
う
な
ど
の
「
文
〕
で
は
、
禅
定
に
専
念
し
た
（
言
勃
忌
コ
『

　
y
u
t
t
a
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
見
ら
れ
、
聞
か
れ
（
s
u
t
a
）
、
思
わ
れ
た

　
－
，
o
j
　
の
」
　
（
M
．
　
i
．
　
4
）
と
い
う
な
ど
の
「
文
〕
で
は
、
耳
で
認
識
さ
れ
る
も
の

　
（
ω
。
g
－
～
、
ヨ
コ
3
、
｝
、
a
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
聞
い
た
こ
と
を
保
持
し
（
陥
・
三
P

　
d
h
a
r
a
．
）
聞
い
た
こ
と
を
積
み
集
め
る
（
⑦
三
P
9
コ
三
・
3
・
但
）
」
（
S
二
巳
）
と

　
　
　
　
『
中
部
経
典
、
、
の
註
釈
［
．
ハ
パ
ン
チ
：
、
’
ス
ー
ダ
ニ
ー
］
の
和
訳
（
及
川
）

5

い

う
な
ど
の
〔
文
」
で
に
、
耳
門
を
通
し
て
認
識
さ
れ
た
こ
と
を
保
持
す

sO
　
（
s
o
t
a
－
d
s
’
t
i
r
．
i
　
n
u
s
A
r
a
－
v
i
t
h
n
i
i
t
a
－
d
h
a
r
a
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
し
か
し
、
耳
門
を
通
し
て
そ
れ
が
保
持
さ
れ
て
い
る
、
或
い
は
保
持

す
る
こ
と
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
＼
ヨ
○
∀
と
い
う
語
が

r私
に

よ
っ
て
」
と
い
う
意
味
の
時
は
、
こ
の
よ
う
に
「
私
に
よ
っ
て
」

聞
か
れ
て
い
る
、
耳
門
を
通
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
、
と
な
る
。
「
私
の
「

と
い
う
意
味
の
時
ぱ
、
こ
の
よ
う
に
「
私
の
」
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
、
叩

門
を
通
し
て
の
保
持
が
あ
る
、
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
（
5
）

9
　
こ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
三
語
の
う
ち
で
、
《
こ
の
よ
う
に
（
ミ
§
こ
》
と
い

　
う
の
が
聴
覚
な
ど
の
認
識
作
用
を
示
し
、
《
私
に
よ
っ
て
（
ミ
）
》
と
い
う

　
の

が
仁
述
の
認
識
を
そ
な
え
た
人
を
示
し
、
《
聞
か
れ
て
い
る
（
三
、
§
こ
》

　
と
い
う
の
が
、
聞
か
な
い
で
い
る
こ
と
を
．
否
定
し
て
、
過
不
足
な
く
顛
倒

　
の

な
い
理
解
（
窒
〉
・
三
言
把
握
）
を
示
す
。

　
　
同
様
に
、
《
こ
の
よ
う
に
》
と
は
、
耳
門
を
通
し
て
作
動
す
る
そ
の
人

　
の

認
識
経
路
（
ー
．
ヨ
日
】
三
－
二
二
三
が
諸
の
対
境
に
対
し
て
種
〃
・
に
作
動
し
て

　
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
《
私
に
よ
っ
て
》
と
は
、
自
分
（
芸
合
コ
）
を

　
明
ら
か
に
す
る
。
《
聞
か
れ
た
》
と
は
’
法
（
〔
三
p
ヨ
三
含
）
を
明
ら
か
に
す

　
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
［
、
次
の
」
こ
と
が
こ
こ
で
の
要
旨
だ
か
ら
で
あ
る
。
〔
即

　
ち
］
対
境
に
対
し
て
種
々
に
作
動
す
る
認
識
の
経
路
に
よ
っ
て
、
私
に
よ

　
っ
て
別
の
こ
と
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
唯
こ
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
元



　

　
　
法
華
之
化
研
究
（
第
二
十
一
号
）

が

な
さ
れ
た
。
こ
の
法
が
聞
か
れ
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

同
様
に
、
《
こ
の
よ
う
に
》
と
は
、
示
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

《
私
に

よ
っ
て
》
と
は
、
人
物
（
℃
c
器
p
ε
を
明
ら
か
に
す
る
。
《
聞
か
れ

て

い

る
》
と
ぱ
、
〔
そ
の
」
人
物
の
「
認
識
」
作
用
（
三
る
9
）
を
明
ら
か
に

す
ろ
。
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
お
よ
そ
私
が
「
7
5
そ
う

と
し
て
い
る
そ
の
経
は
、
私
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
聞
か
れ
て
い
る
の
だ
、

と
。　

同
様
に
、
《
こ
の
よ
う
に
》
と
は
、
お
よ
そ
心
が
［
，
作
動
し
」
続
け
て

種
九
、
に
作
動
し
、
種
々
の
意
味
（
葺
こ
邑
形
相
（
b
y
ρ
三
p
コ
。
）
を
捕
え
ろ
の

で

あ
る
か
ら
、
そ
の
〔
心
の
動
き
〕
の
種
々
の
様
相
（
穿
m
ぱ
。
）
を
示
す
。

な
ぜ
な
ら
ば
《
こ
の
よ
う
に
》
と
い
う
の
は
様
相
を
示
す
（
穿
2
三
三
。
竺

旨
三
）
三
口
葉
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
《
私
に
よ
っ
て
》
と
に
、
［
認
識

作
用
を
〕
行
う
人
を
示
す
。
《
聞
か
れ
て
い
る
》
と
は
対
6
1
を
示
す
。
こ
こ

ま
で
で
、
種
々
に
作
動
し
［
動
き
〕
続
け
る
心
を
も
っ
て
、
そ
の
　
、
認
識

作
川
㌧
を
そ
な
え
た
人
が
〔
心
を
〕
向
け
る
べ
き
対
境
（
［
（
三
［
竺
二
妬
3
・
ど

が
把
握

さ
れ
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、

　
或

い

は
ま
た
《
こ
の
よ
う
に
》
と
は
、
人
の
作
用
（
｝
）
u
g
g
a
l
a
－
k
i
u
c
a
）
　
R
－
j

示
す
。
《
聞
か
れ
て
い
る
》
と
に
認
識
作
用
（
三
三
昌
ρ
－
ご
ξ
ジ
）
を
示
す
。

《
私
に

よ
っ
て
》
と
は
〔
そ
の
〕
両
方
の
作
用
を
そ
な
え
た
人
物
を
示
す
。

そ
し
て
こ
れ
が
こ
こ
で
の
要
旨
で
あ
る
。
即
ち
、
私
と
い
う
聴
覚
作
用
と

認
識

バ作
用
〕
を
そ
な
え
た
人
物
に
よ
っ
て
、
認
識
〔
が
あ
る
こ
と
〕
に

れ
て

い
・，

o
　、

し

L
ト　、

つ

の

で
あ

る

　o

よ

つ

て
　、

聴
覚
作
川
と

呼
ば

れ
る

b
の
を

得
た

tコ　　　、：

人　ハ
物

に

よ
っ
て
聞
か

　
10

　
そ
こ
で
、
《
こ
の
よ
う
に
》
と
《
私
に
よ
っ
て
》
と
は
、
真
実
の
意
味
、

　
　
第
↓
義
か
ら
す
る
と
、
現
存
し
な
い
も
の
を
示
す
（
a
x
，
こ
」
p
己
雪
p
｝
巨
三
ロ
三
）
。

　
　
な
ぜ
な
ら
ば
、
お
よ
そ
〈
こ
の
よ
う
に
〉
と
か
〈
私
に
よ
っ
て
〉
と
い
う

　
　
よ
う
に
．
．
．
．
“
い
表
わ
寸
，
・
。
の
が
、
こ
こ
で
第
一
義
と
し
て
ど
う
し
て
存
在
す

　
　
る
だ
ろ
う
か
。
《
聞
か
れ
て
い
ろ
》
と
い
う
の
に
、
現
在
し
て
い
る
も
の

　
　
を
示
す
・
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
お
よ
そ
耳
に
よ
っ
て
得
た
－
，
p
　
o
は
、
第
↓
義
と

　

　

し
て
現
仔
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
同
様
に
、
《
こ
の
よ
う
に
》
と
《
私
に
よ
っ
て
》
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

　
　
も
と
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
、
も
と
つ
い
て
示
す
（
ご
言
（
三
・
ハ
了
」
・
p
三
・
葺
ε

　
　
の

で

あ
る
。
《
聞
か
れ
て
い
る
》
と
±
z
t
、
見
た
も
の
等
が
並
置
し
て
述
べ

　
　
ら
れ
る
の
で
、
並
置
し
て
示
す
（
戸
三
s
」
三
・
3
．
？
H
三
］
1
1
a
t
t
i
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
こ
こ
で
《
こ
の
よ
う
に
》
と
’
r
．
：
っ
て
、
迷
い
の
な
い
こ
と
（
自
切
巴
〒

　
　
ヨ
o
言
）
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
迷
い
の
あ
る
者
に
は
種
々
の
洞

　
　
察
は
川
来
な
い
か
ら
で
あ
．
る
。
《
聞
か
れ
て
い
る
》
と
三
［
っ
て
、
聞
い
た

　
　
こ
と
を
久
念
し
な
い
こ
と
（
a
s
a
I
n
n
］
o
Q
S
c
l
）
を
明
ら
か
に
す
る
．
、
な
ぜ
な
ら

6
　
ば
、
そ
の
人
が
聞
い
た
こ
と
を
失
念
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
暫
く
前
に

　
　
（
k
a
－
　
l
a
n
t
a
　
r
。
n
a
）
私
は
川
き
ま
し
た
、
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い

　
　
う
わ
け
で
”
〔
聞
い
た
こ
と
に
〕
迷
い
が
な
い
の
で
そ
の
人
の
智
ぷ
．
心
が
完
成



し
（
℃
昌
試
ご
乞
三
、
失
念
し
な
い
の
で
思
念
が
完
成
す
る
（
u
。
p
ご
と
三
三
）
。

そ
こ
で
、
智
慧
を
先
と
す
る
思
念
に
よ
っ
て
文
句
を
確
定
し
て
保
持
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
思
念
を
先
と
す
ろ
智
慧
に
よ
っ
て
意
味
の
洞
察
が

可
能

と
な
り
、
そ
の
両
方
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
と
文
句

を
そ
な
え
た
法
蔵
（
c
l
h
①
n
u
n
a
－
l
c
o
g
．
　
a
）
の
護
持
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か

ら
、
〔
そ
こ
で
’
法
蔵
を
守
る
者
た
る
こ
と
（
き
p
ヨ
己
p
ー
プ
プ
。
コ
・
一
養
三
．
＝
三
ε

が
完
成
す

る
の
で
あ
る
。

11

　
［
次
は
ま
た
一
別
の
意
趣
で
あ
る
。
《
こ
の
よ
う
に
》
と
言
う
こ
と
に
よ

　
っ
て
’
正
し
く
意
を
注
ぐ
こ
と
（
＜
〇
三
き
巳
s
熔
i
l
t
．
i
l
，
a
）
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
正

し
く
意
を
注
が
な
い
と
種
々
の
洞
察
9
三
一
く
。
合
p
）
は
あ
り
得
な
い
か

　
ら
で
あ
る
。
《
聞
い
て
い
る
》
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
〔
心
の
〕
散
乱
が
な

　
い

こ
と
（
・
三
ζ
言
苫
）
を
明
ら
か
に
す
る
。
心
が
散
乱
し
た
人
が
〔
法
を
〕

　
聞
く
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
心
が
散
乱
し
た
人
は

　
条

理

を
尽
し
て
説
か
れ
て
も
、
r
私
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。
も
う
一
度
言

　
っ
て
下
さ
い
」
と
三
口
う
。
ま
た
正
し
く
意
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ

　
で
n
分
の
正
し
い
志
向
（
…
P
°
・
。
弓
∋
P
℃
。
三
d
h
i
）
と
、
以
前
に
福
徳
が
作

　
ら
れ
て
い
ろ
こ
と
（
言
ε
－
三
ヨ
p
葺
）
を
゜
証
明
す
る
。
白
分
が
正
し
く
志
向

　

し
て
い
な
い
人
、
或
い
は
以
前
に
福
徳
を
作
っ
て
い
な
い
人
は
そ
う
な
ら

　
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
〔
心
を
〕
散
乱
し
な
い
で
正
法
を
聞
く
こ
と
と
、

　
正
し
い
人
と
共
に
住
む
こ
と
（
s
a
p
p
u
l
、
l
g
．
　
u
p
a
s
s
a
y
a
）
を
証
明
す
る
。
な
ぜ

　
　
　
　
『
中
部
経
典
し
の
註
釈
『
パ
パ
ン
チ
‥
、
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
い
の
和
訳
（
及
川
）

な
ら
ば
、
〔
心
が
〕
散
乱
し
た
人
は
［
正
し
く
法
を
〕
聞
v
こ
と
が
出
来
ず
、

正

し
い
人
と
共
に
住
ま
な
い
と
〔
正
法
を
〕
聞
く
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、

　
　
　
へ
　
　
　
　
　
む

と
　
　
’
つ

　
J

12

　
別
の

趣
旨
は
〔
次
の
通
り
で
あ
る
〕
。
《
こ
の
よ
う
に
》
と
は
、
お
よ
そ

　
心
が
相
続
し
て
種
な
の
動
き
に
よ
っ
て
文
句
の
把
握
（
ξ
ロ
三
a
l
l
a
σ
q
p
1
i
a
T
］
a
）

　
が
い
ろ
い
ろ
に
な
る
の
で
、
そ
の
い
ろ
い
ろ
な
様
（
コ
勘
コ
や
一
（
四
『
ρ
）
を
示
す
’

　
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
《
こ
の
よ
う
に
》
良
い
様
相
で
あ
っ
て
、

　
正

し
く
日
分
を
志
向
せ
ず
、
以
前
に
福
徳
を
作
っ
て
い
な
い
人
に
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
の

で
あ
る
。
そ
れ
故
k
J
　
＜
＜
こ
の
よ
う
に
》
と
い
う
こ
の
良
い
様
相
に
よ
っ

　
て
、
自
分
が
後
の
両
前
（
正
し
い
志
向
・
福
徳
を
作
っ
て
い
る
こ
・
、
」
）
を
そ
な

　
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
《
聞
い
て
い
る
》
と
い
う
、
聞
く
こ
と

　
と
結
び
つ
い
て
（
自
分
が
」
前
の
両
輪
（
正
法
を
聞
く
t
J
．
U
　
．
正
し
い
人
と
共

　

に
住
む
こ
三
）
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
を
〔
明
ら
か
に
す
る
〕
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
ふ

さ
わ
し
く
な
い
所
に
住
み
、
或
い
は
正
し
い
人
と
共
に
住
ま
な
い
人
に

　
は
〔
正
法
を
〕
聞
V
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
訳
で
、
後
の
両
輪

　
を
そ
な
え
る
と
、
そ
の
人
の
意
向
の
Y
l
g
s
l
E
　
（
a
s
a
y
a
－
s
u
c
l
d
h
i
）
が
完
成
す
る
。

　
前
の
両
輪
を
そ
な
え
る
と
修
行
の
清
浄
（
P
a
y
o
g
a
－
s
t
i
d
d
l
i
i
）
が
〔
完
成
す

　
る
〕
。
そ
し
て
そ
の
意
向
の
清
浄
に
よ
っ
て
証
得
の
明
確
さ
（
茎
三
σ
q
牡
∋
ρ
－

　
ノ
i
Y
c
l
t
t
i
）
が
完
成
し
、
修
行
の
清
浄
に
よ
っ
て
聖
教
の
明
確
i
v
　
（
a
g
a
m
a
－

　
V
Y
．
l
t
t
i
）
が
完
成
す
る
。
と
い
う
訳
で
、
修
行
と
意
向
が
浄
ら
か
で
聖
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



7
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の

証
得
を
そ
な
え
た
人
の
三
口
葉
は
昇
る
太
陽
の
暁
明
の
よ
う
で
あ
り
、
ま

た
善
き
行
為
に
正
し
く
意
を
注
ぐ
人
の
よ
う
に
、
世
尊
の
言
葉
の
先
導
者

（pu
b
l
）
a
f
）
g
a
∋
a
）
と
な
る
に
値
い
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
由
因
を
置
い

て
く
く
こ
の
よ
う
に
私
に
よ
っ
て
聞
か
れ
て
い
る
》
等
と
述
べ
た
。

　
　
（
8
）

13

　
別
の
趣
旨
は
「
次
の
通
り
で
あ
る
〕
。
《
こ
の
よ
う
に
》
と
い
う
こ
の
種

　
々

の

洞

察
を
明
ら
か
に
す
る
語
に
よ
っ
て
、
白
分
が
意
義
と
弁
才
の
無
擬

　
w
t
N
　
（
a
t
t
l
i
a
－
p
a
1
i
b
h
a
n
a
－
p
a
t
i
s
a
i
n
b
h
i
d
i
°
理
解
ン
｝
表
現
の
す
ぐ
れ
た
能
力
）
を

　
そ
な
え
て
い
る
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
《
聞
い
て
い
る
》
と
い
う
こ
の

　
聞
く
べ
き
類
の
洞
察
を
明
ら
か
に
す
る
「
I
V
I
に
よ
っ
て
、
法
と
言
語
の

　
無
畷
6
4
（
’
二
三
］
ご
】
三
‘
n
i
r
u
t
t
i
－
p
a
t
i
s
a
m
b
h
i
d
A
）
を
そ
な
え
て
い
る
状
態
を

　

Y明
ら
か
に
す
る
層
。

　
　
ま
た
《
こ
の
よ
う
に
》
と
い
う
こ
の
「
正
し
く
意
を
注
い
で
い
る
こ
と
」

　
を
明
ら
か
に
す
る
．
三
［
葉
を
述
べ
て
、
こ
れ
ら
の
諸
法
は
私
に
よ
っ
て
心
か

　
ら
見
取
ら
れ
、
注
視
し
て
よ
く
洞
察
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら

　
か
に

す
ろ
。
《
聞
い
て
い
る
》
と
い
う
こ
の
聞
く
こ
と
の
実
施
（
・
・
p
ξ
コ
P

　
y
o
g
a
）
を
明
ら
か
に
す
る
語
を
述
べ
て
’
私
に
よ
っ
て
沢
山
の
諸
法
が
聞

　
か

れ

保
持
さ
れ
、
言
葉
を
も
っ
て
集
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

　
つ
つ
、
聞
く
こ
と
に
敬
意
（
江
碧
P
注
意
）
を
起
こ
さ
せ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

意
味
と
文
、
言
が
完
壁
な
法
を
敬
意
（
注
意
）
を
も
っ
て
聞
か
な
い
な
ら
ば
、

　
大

き
な
利
益
か
ら
除
外
さ
れ
た
者
と
な
る
、
と
敬
意
（
注
意
）
を
起
こ
さ

せ
て
、

う

㌻
8
5
、

薗
2

ゑ

£
z’ンミ

£
奄

　
　
（
9
）

14

　
と
こ
ろ
で
《
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
て
い
る
》
と
い
う
こ
の
〔
三
〕
語

　
全
部
に
よ
っ
て
、
尊
者
阿
難
は
、
如
来
か
ら
教
示
さ
れ
た
法
を
n
分
で
二

　
人
〕
占
め
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
正
（
不
善
）
な
人
の
境
地
を
越
え

　
る
。
〔
如
来
の
口
声
聞
（
弟
子
）
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

正

し
い
（
善
い
）
人
の
境
地
に
入
る
。
同
様
に
、
不
正
な
法
か
ら
心
を
呼

　
び
戻
し
、
正
し
い
法
に
心
を
安
立
さ
せ
る
。
「
こ
れ
は
た
だ
私
に
よ
っ
て

聞
か
れ
た
に
す
ざ
な
い
と
は
い
え
、
ま
さ
し
く
か
の
世
尊
の
お
言
葉
で
あ

　

る
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
自
分
を
は
ず
し
て
大
師
を
引
き
出

す
。
勝
者
（
仏
陀
）
の
二
．
n
葉
を
植
え
つ
け
、
〔
世
尊
を
〕
法
の
指
導
者

　
（
d
h
a
n
i
n
i
a
－
n
e
三
）
に
据
え
る
。

　
　
し
か
も
《
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
て
い
る
》
と
言
っ
て
、
〔
白
分
の
言
う

　
こ
と
が
〕
自
分
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
な
い
で
、
以
］
0
0

　
に

聞

い
た

の

だ

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
r
こ
の
〔
教
説
〕
は
、

　
か

の
世
尊
・
四
無
所
畏
“
S
　
“
Q
＋
R
　
（
c
a
t
u
－
v
e
s
，
i
L
r
a
j
j
a
－
v
i
s
a
’
r
a
d
a
）
　
．
　
÷
力
の
保

持
者
・
牛
⊥
（
最
卜
）
位
に
立
つ
方
・
獅
子
吼
す
る
方
・
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の

最
高
の
方
・
法
の
自
在
者
（
（
＝
峯
∋
三
。
。
ε
邑
・
法
王
・
法
の
主
権
者
（
・
三
曽

m
m
．
i
d
h
i
J
）
a
t
i
）
　
．
法
を
島
（
よ
り
ど
こ
ろ
）
と
し
て
い
る
方
・
法
を
帰
依
所

と
す
る
方
・
す
ぐ
れ
た
正
法
の
輪
を
転
ず
る
方
・
正
等
覚
者
の
み
前
で
、

私
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〔
そ
れ
故
に
〕
こ
こ
で
意
味
に



つ

い

て
、
或
い
は
法
に
つ
い
て
、
或
い
は
語
句
、
或
い
は
字
句
に
つ
い
て
疑

惑
や

疑

念
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
」
と
言
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
神
々
や

人
々
の
こ
の
法
に
対
す
る
不
信
を
消
し
、
信
の
成
就
（
t
a
d
d
三
㌣
墨
∋
｝
）
p
d
a
）

を
起
こ
さ
せ
る
。
そ
れ
で
こ
う
、
l
”
z
わ
れ
る
。

　

〔
か
れ

阿
難

は
〕
教
え
に
対
す
る
不
信
を
消
し
、
信
を
増
大
さ
せ
る
。

　

r
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
て
い
る
」
と
、
こ
の
よ
う
に
ゴ
ー
タ
↓
、
の
声

　
聞
（
阿
難
）
は
述
べ
な
が
ら
、
と
。

　
　
　
　
べ
い
ザ

　
ー
5
「
／
1
、
　
《
或
る
（
e
h
．
u
｝
0
　
〉
；
と
は
数
の
限
定
を
示
す
。
《
時
冨
ミ
e
．
§
こ
》
と

　
　
は
限
定
さ
れ
た
一
時
］
を
示
す
。
《
或
る
時
〔
ら
ぎ
9
こ
き
ミ
こ
§
、
こ
》
と
は
不

　
　
確

定
の
、
時
」
を
去
わ
す
。
そ
こ
で
、
時
と
い
う
語
は

　

　
　
一
致
（
和
合
）
、
隙
（
刹
那
）
、
時
、
集
合
、
原
因
、
m
R
解
の
　
［
［
意
味
〕

　

　

に

お

い

て
ド
見
ら
れ
、
ま
た
〕
、

　

　

獲
得
、
捨
断
、
洞
察
の
〔
意
味
二
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

　

　

す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
「
し
か
し
多
分
、
明
日
に
も
我
々
は
行
く
で
し

　
　
ょ
う
。
時
と
機
く
1
1
　
（
s
a
i
n
a
y
a
）
と
に
・
．
よ
っ
て
」
（
O
．
一
◆
口
自
）
と
い
う
等
の

8
　
　
〔
文
c
で
ほ
一
“
X
．
　
（
．
s
a
n
l
a
v
a
r
y
a
和
合
）
の
意
味
で
あ
る
。
「
い
い
か
ね
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
ら
ロ

　
　
比
丘
た

ち
よ
。
梵
行
生
活
に
は
た
だ
1
つ
の
隙
と
時
（
勿
ぼ
叫
当
P
ノ
，
ρ
）
と
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
シ
ニ

　
　
る
」
；
三
B
ご
と
い
う
等
の
〔
文
」
で
ぱ
隙
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
グ
ラ
k
h
a
p
P
°
痢
朋
）
で
あ

　
　
る
。
「
日
者
い
時
（
U
1
1
h
a
l
s
a
m
a
v
a
）
、
焦
熱
の
時
（
｝
）
。
「
二
昌
p
碗
）
」
二
、
↑
さ
H
く
゜

　
　
1
1
9
）
と
い
う
等
の
〔
文
）
で
は
時
三
抽
ε
で
あ
る
。
「
叢
林
に
お
け
る
大

　
　
　
　
『
中
部
経
典
、
し
の
、
証
釈
．
．
ハ
ハ
ン
手
ヤ
・
ス
ー
ダ
一
ー
．
一
の
和
訳
（
及
川
）

集
会
（
三
巳
る
碗
p
H
三
3
、
o
）
」
　
（
ト
＼
二
p
四
ご
と
い
う
等
の
〔
文
〕
で
は
集
合

（s

a
r
n
u
h
a
）
で
あ
る
。
ロ
バ
ッ
グ
ー
リ
よ
、
い
い
か
ね
、
君
は
原
因
（
8
ヨ
o
べ
ρ
）

も
洞
察
し
な
い
で
い
た
。
－
、
即
ち
〕
世
尊
は
な
る
ほ
ど
舎
衛
城
に
住
ん
で

お

ら
れ
る
。
世
惇
も
仏
を
〔
こ
う
〕
知
る
だ
ろ
う
。
　
〔
即
ち
〕
バ
ッ
ダ
ー

リ
と
い
う
比
丘
は
大
師
の
教
「
団
，
」
の
中
で
学
処
（
戒
）
を
満
足
に
行
わ

な
い
、
と
。
バ
い
ゾ
ー
リ
よ
。
い
い
か
ね
。
君
は
こ
の
原
因
（
s
a
m
a
づ
a
）
も

洞
察
し
な
い
で
い
た
」
二
ご
“
・
一
ω
。
。
）
と
い
う
等
の
「
文
〕
で
は
原
因
（
h
e
t
已
）

で

あ
る
。
「
し
か
し
、
な
る
ほ
ど
そ
の
時
、
沙
門
・
マ
ン
デ
ィ
カ
ー
の
子
・

ウ
リ
ガ
ー
ハ
マ
ー
ナ
遊
行
者
は
マ
ソ
リ
カ
ー
の
園
に
あ
る
く
見
解
を
論
議

す
る
場
（
s
a
三
3
．
破
三
）
ヲ
．
剖
〔
三
5
）
、
す
な
わ
ち
テ
ィ
ン
ド
ゥ
カ
ー
の
樹
皮
〔
を

葺
い
た
，
一
↓
会
堂
に
住
ん
で
い
る
」
ヘ
ミ
三
・
。
口
）
と
い
う
等
の
「
文
］
で

ほ
見
解
（
d
l
t
t
三
）
で
あ
る
。

　

F
お

よ
そ
現
世
に
お
い
て
利
益
が
あ
り
、
ま
た
後
世
の
利
益
が
あ
り
、

　

rそ
の
，
一
利
益
を
領
解
す
る
（
p
こ
コ
巴
）
三
㏄
p
ヨ
3
・
。
）
の
で
慧
者
、
賢
者
と

　
呼
ば
れ
る
」
昂
一
゜
。
。
ご

と
い
う
等
の
「
文
〕
で
は
獲
得
（
p
a
t
i
l
a
b
h
a
）
で
あ
る
。
「
正
し
く
慢
心
を

止
息
（
三
鋤
募
一
）
三
坊
日
5
ら
。
）
し
て
苦
の
終
り
を
作
っ
た
」
と
い
う
等
の
f
文
〕

で
は

捨
断
（
p
a
h
a
i
i
a
）
で
あ
る
。
「
苦
に
は
苦
痛
の
意
味
、
為
作
さ
れ
た
音
心

味
、
熱
悩
の
意
味
、
変
化
の
意
味
、
領
解
の
S
／
：
a
2
S
V
　
（
a
b
h
i
s
a
m
a
y
a
t
t
h
a
）
が

あ
る
」
～
の
゜
i
L
　
I
U
S
，
と
い
う
等
の
〔
文
」
で
は
洞
察
（
p
a
t
i
v
e
d
h
a
）
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
法
・
駆
之
化
研
究
（
第
二
十
一
　
：
！
“
）

　
し
か
し
、
こ
こ
で
そ
の
冨
ρ
日
但
『
己
の
意
味
は
時
（
罫
5
で
あ
る
。
そ

れ
に

よ
っ
て
、
年
、
季
節
、
月
、
半
月
、
夜
、
昼
、
午
前
、
正
午
、
午
後
、

夜

の

初

分
、
中
分
、
後
分
、
寸
時
な
ど
時
の
類
と
し
て
存
在
す
る
諸
の
時

の

中
の
一
つ
の
時
を
示
す
。

16

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
年
な
ど
の
時
（
ゾ
p
三
毒
○
に
関
し
て
、
お
よ
そ
そ

　
れ
ぞ

れ

の

経

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
、
季
節
、
月
、
半
月
、
夜
分
あ
る
い
は

　
昼
間
に

述
べ
ら
れ
、
そ
れ
は
全
て
「
阿
難
」
上
座
の
智
非
．
心
に
よ
っ
て
よ
く

　
知

ら
れ
、
よ
く
区
別
さ
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
「
こ
の
よ
う

　
に

私
は

聞
い
て
い
る
．
こ
れ
こ
れ
の
年
に
、
こ
れ
こ
れ
の
季
節
に
、
こ
う

　
い

う
月
に
、
こ
う
い
う
半
月
に
、
そ
の
夜
分
に
、
或
い
は
昼
聞
に
」
と
、

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
と
、
〔
そ
の
経
を
「
楽
に
保
持
し
、
或
い
は
教

　
示

し
た
り
教
示
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た
言
わ
ね
ば
な

　
ら
な
い
こ
と
も
沢
山
に
な
る
。
そ
れ
で
た
だ
一
語
句
を
も
っ
て
そ
の
意
味

　
を
ま
と
め
て
《
或
る
時
に
（
e
h
a
i
？
t
　
s
f
t
m
a
J
’
c
｛
」
！
こ
》
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

17

　
或
い
は
、
お
よ
そ
「
世
尊
の
」
入
胎
の
時
、
誕
生
の
時
、
宗
教
心
〔
を

　
発
し
た
L
時
、
川
離
の
時
、
為
し
難
い
［
修
行
〕
を
行
う
時
、
魔
を
降
し

　

た
時
、
悟
り
の
時
、
現
世
で
楽
し
く
住
す
る
時
、
〔
法
を
〕
説
く
時
、
入

　
滅

（般

川
繋
）
の
時
、
と
こ
の
よ
う
に
、
世
尊
が
神
々
や
K
l
　
K
・
に
は
っ
き

　
り
と
明
ら
か
に
さ
れ
る
、
こ
れ
ら
の
ま
さ
に
多
く
の
時
（
言
｝
ρ
）
の
類
で
あ

9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
．
一
〇

る
《
時
（
・
p
三
3
，
a
）
▽
が
あ
る
の
だ
が
、
　
そ
れ
ら
の
時
の
中
で
〔
法
を
〕

説
く
時
（
d
e
s
a
n
a
“
－
肌
a
n
］
a
v
a
）
と
呼
ば
れ
る
「
或
る
時
」
で
あ
る
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。

　
或

い

は
、
こ
れ
は
、
智
慧
〔
を
も
っ
て
行
う
べ
き
時
〕
と
、
悲
心
を
も

っ

て

行

う
べ
き
時
の
う
ち
で
は
、
悲
心
を
も
っ
て
行
う
べ
き
時
（
言
P
言
㌣

k
i
c
c
a
－
s
a
n
i
a
，
〉
・
a
）
で
あ
り
、
自
利
を
「
行
う
時
」
と
他
利
を
行
う
時
の
う
ち

で
は
、
他
利
を
行
う
時
（
℃
巴
俗
‘
h
i
t
a
－
p
，
f
t
ξ
．
l
t
L
i
－
s
a
m
a
y
a
）
で
あ
る
。
集
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
＝
）

っ

て
来
た
人
々
に
対
し
て
な
す
べ
き
二
つ
の
こ
と
を
〔
行
う
〕
時
の
う
ち

で
は

法
談
を
〔
行
う
⑪
時
（
・
l
h
a
n
i
　
t
n
i
－
k
a
t
h
t
J
L
－
f
　
a
n
l
a
y
a
）
で
あ
り
、
説
〔
法

の
時
」
と
実
践
修
行
の
時
の
う
ち
で
は
説
「
法
」
の
a
l
i
’
　
（
d
e
s
a
n
a
－
s
a
m
a
y
－
，
　
）

で

あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
時
，
の
う
ち
で
も
、
ど
れ
か
1
つ
の
r
時
」
に
関
し

て
《
或
る
時
》
と
∴
．
目
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
C
N
2
）

18

　
し
か
し
こ
こ
で
、
例
え
ば
『
論
〔
m
a
〕
　
（
＞
b
h
i
d
h
a
m
m
a
）
』
の
中
で
、

　

「
欲
界

〔
の

善

心
が
生
起
し
た
〕
2
1
r
！
．
2
　
（
s
a
m
a
y
e
．
）
」
　
（
D
h
s
．
　
9
）
と
い
い
、

　

ま
た
そ
の
ほ
か
の
経
文
の
中
で
も
「
比
丘
達
よ
。
比
丘
が
欲
望
を
ま
さ
に

　
離
れ
て
〔
…
…
生
活
す
る
」
時
L
J
（
s
a
m
a
y
e
）
　
J
　
（
．
・
1
．
　
i
i
．
　
2
1
4
）
と
、
処
格
の

　
語
（
三
戸
三
三
∨
ら
〆
．
碧
§
主
ミ
ミ
「
こ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
律

　

〔
Y
t
i
　
）
　
（
V
i
n
a
y
a
）
』
で
は
、
フ
て
の
時
（
防
勾
三
ξ
2
・
p
）
仏
・
世
尊
は
」
と
具

格
の
語
（
蚕
日
日
乏
駕
§
ぶ
ご
s
納
ミ
ミ
ミ
ミ
）
に
よ
っ
て
〔
示
さ
れ
て
い
る
の

　
に
〕
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に
し
な
い
で
《
或
る
時
（
。
ぎ
目
ω
ρ
己
ξ
p
目
）
》



と
日
的
格
の
語
（
u
p
a
y
o
g
q
a
’
～
、
a
c
p
n
a
，
　
a
c
c
u
s
a
t
i
v
e
）
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る

の
は
な
ぜ
か
。

　
そ
こ
で
は
そ
の
よ
う
で
も
、
こ
こ
で
は
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
意
味
に

よ
っ
て
、
ポ
異
が
〕
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
『
論

「

蔵
ソ
』
で
は
、
ま
た
そ
れ
と
は
別
の
経
文
で
は
、
〔
時
と
い
う
語
に
〕
場

の
意
味
（
a
（
l
h
二
”
a
l
’
a
n
a
t
t
h
a
）
が
i
’
生
じ
〕
、
ま
た
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
在
り

様
（
ご
巨
勾
v
但
－
l
a
k
k
h
a
n
a
）
の
意
味
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

r場
（
a
c
＝
i
i
k
a
r
a
ゴ
O
）
」
は
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
接
触
」
な
ど
の
諸

法
が

〔生
起
す
る
」
「
時
」
の
意
味
の
［
時
」
と
、
〔
諸
法
の
〕
集
積
の
音
心

味
の

「
時
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
刹
那
・
一
致
（
和
合
）
・
原
因
と

呼

ば

れ

る
「
時
」
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
が
在
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
れ
で
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
こ
で
は
処
格
〔
§
°
）

の

語
で
示
さ
れ
て
い
る
。

　

『
律
〔
蔵
〕
』
で
は
し
か
し
、
原
因
の
意
味
と
動
機
（
ζ
日
〕
P
手
段
）

の

意
味
が
生

ず
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
お
よ
そ
〔
世
尊
が
］
学
処
（
戒
）
を

制
定
す
る
そ
の
「
時
」
は
舎
利
弗
な
ど
に
も
知
り
難
い
の
だ
か
ら
、
原
因

と
な
り
か
つ
動
機
（
手
段
）
と
な
る
そ
の
「
時
」
に
よ
っ
て
諸
学
処
を
告

知
し
、
ま
た
学
処
制
定
の
原
囚
を
観
察
し
つ
つ
、
世
尊
は
そ
こ
に
住
ま
わ
れ

た
。
そ
れ
で
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
そ
こ
で
は
ー
ー
〈
格
〔
べ
）
c
s
こ

の

語
で
．
小
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
も
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
頬
の
別
の
〔
経
〕
で
も
、
〔
そ

　
　
　
川
中
部
経
典
］
の
註
釈
『
ハ
’
ハ
ン
チ
ャ
・
ス
ー
ノ
ニ
ー
］
の
和
訳
（
及
川
）

の

時
ま
で
〕
ず
っ
と
続
い
て
い
る
結
び
つ
“
v
　
（
a
c
c
a
n
t
a
－
s
a
r
p
y
o
g
a
）
　
g
意
味

が
生

ず
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
時
に
世
尊
が
こ
の
、
或
い
は
別
の
経
典

を
説
い
た
と
し
て
も
、
も
う
ず
っ
と
継
続
し
て
そ
の
時
ま
で
（
s
a
m
a
y
a
r
p
）

悲
心
住
を
も
っ
て
忙
し
て
お
ら
れ
た
。
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
を
明
ら

か
に

す

る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
目
的
格
（
ミ
へ
゜
）
の
語
で
示
し
た
。
そ
れ
で

こ
う
’
1
”
口
わ
れ
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
1
1
取
っ
て
処
格
や
具
格
で
、

　
他
の
と
こ
ろ
で
は
「
時
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
そ
れ
は

　

日
的
格
で
〔
述
べ
ら
れ
て
い
る
〕
と
。

10
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古
人

た
ち
は
’
し
＆
“
し
　
1
’
こ
う
」
註
釈
す
る
。
〔
即
ち
〕
「
そ
の
時
に

　
　
（
t
．
l
s
l
l
）
i
l
l
l
　
s
．
p
l
l
l
，
l
y
e
）
」
と
い
う
の
も
、
「
そ
の
時
k
）
　
（
t
e
n
a
　
s
a
m
a
y
e
n
a
）
」
と

　
　
い
う
の
も
、
r
あ
る
時
に
（
O
k
a
T
づ
　
s
a
m
a
べ
勾
T
P
）
」
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
表

　
　
E
S
　
（
a
．
b
h
i
l
a
i
．
p
a
）
だ
け
の
連
い
で
あ
る
。
全
て
の
と
こ
ろ
で
処
格
だ
け
が

　
　

〔そ
の
」
意
味
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
「
あ
る
時
（
完
ρ
己
・
・
ρ
己
3
、
ρ
【
づ
）
」

　
　
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
も
、
「
あ
る
時
（
e
k
a
s
m
i
r
p
　
s
a
m
a
y
e
）
」
と
い
う
意
昧

　
　
で

あ
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
’
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
U

　
　
　
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

20

　

《
世
尊
（
g
侭
‖
》
と
は
師
（
鴉
三
）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
師
の

　

こ
と
を
世
同
で
は
「
世
尊
」
と
言
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
方
は
あ
ら

　
ゆ
る
徳
が
優
れ
て
い
る
の
で
、
一
切
衆
生
の
師
で
あ
る
。
そ
れ
で
《
世
尊
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
、
一
十
一
号
）

で

あ
る
と
知
ら
れ
よ
う
。
古
人
達
も
〔
こ
う
〕
言
っ
て
い
る
。

　

「
世
尊
と
は
最
上
（
o
力
e
t
t
h
a
）
を
表
わ
し
、
世
尊
と
は
最
高
（
三
9
∋
ρ
）
を

　
表
わ
す
。

　
そ
の
師
は
尊
敬
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
方
だ
。
そ
れ
故
に
『
世
尊
』
と
言

　
わ
れ
る
」
と
。

そ
し
て
ま
た
、

　

「
瑞
祥
が
あ
り
（
ご
冨
加
》
、
グ
，
a
n
t
）
、
〔
諸
悪
を
〕
破
壊
し
（
三
田
σ
Q
σ
q
o
く
p
三
）
、
ま

　
た
諸
の
幸
運
（
b
h
a
g
a
）
を
そ
な
え
、
〔
事
理
を
〕
分
別
し
（
二
ぴ
ゴ
巴
3
ξ
三
）
、

　

〔禅
定
等
に
〕
親
し
r
l
；
　
（
b
h
a
t
t
a
v
a
n
t
）
、
生
存
〔
界
〕
に
行
く
こ
と
を

　
捨
て
去
っ
　
V
’
　
C
　
x
？
　
（
v
a
n
t
a
－
g
a
m
a
n
o
　
b
h
a
v
e
q
．
u
）
、
そ
れ
故
に
『
世
尊

　
（
b
h
a
g
a
v
a
n
t
）
』
で
あ
る
」
と
い
う
。

　
　
　
　
へ
！
）

そ
れ
は
『
清
浄
道
〔
論
〕
』
の
中
の
「
仏
陀
を
追
憶
し
詳
説
す
る
章
」
で
す

で
に

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

21

　
そ
し
て
こ
こ
ま
で
で
、
こ
こ
で
「
こ
の
よ
う
に
私
は
聞
い
て
い
る
」
と

　
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
い
た
通
り
に
法
を
示
し
つ
つ
、
世
尊
の
法
身

　
（
d
h
a
n
）
n
）
a
－
s
a
r
i
r
a
）
を
確
認
す
る
。
で
あ
る
か
ら
、
「
こ
れ
は
〔
説
い
た
〕

　
師
が

す
で
に
死
去
し
た
〔
抜
け
が
ら
の
〕
言
葉
（
℃
穿
碧
9
P
教
え
）
な

　
の

で
は

な
い
o
　
こ
の
〔
法
〕
が
君
達
の
師
で
あ
る
」
と
〔
述
べ
て
〕
、
師

　
に

会

え
な
い
で
不
安
が
っ
て
い
る
人
々
を
な
だ
め
る
。
《
あ
る
時
、
世
尊

　
は
》
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
世
尊
は
現
存
し
な
い
こ
と
（
p
ぐ
丁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

jja
n
i
a
n
a
－
b
h
a
y
a
）
　
K
－
’
J
’
小
し
て
、
〔
世
尊
の
〕
色
身
の
入
滅
（
三
苫
ピ
身
P

p
a
r
i
n
i
b
b
．
i
n
a
）
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
故
に
、
「
こ
の
よ
う
な
類
の
聖
な
る

法
を
教
示
す
る
、
十
力
を
そ
な
え
た
、
金
剛
石
の
集
ま
り
と
同
じ
身
体
の
、

そ
の
世
尊
で
さ
え
も
入
滅
な
さ
っ
た
。
一
体
、
ほ
か
の
誰
が
生
命
へ
の
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ご

望

を
起
こ
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
」
と
、
生
命
へ
の
驕
り
に
酔
い
し
い
れ

た
人
に
宗
教
心
を
起
こ
さ
せ
（
塁
3
ぎ
］
。
ε
、
ま
た
そ
の
人
に
正
法
に
対
す

る
勇
猛
心
（
已
m
⑭
抽
ゴ
ρ
）
を
起
こ
さ
せ
る
。
ま
た
《
こ
の
よ
う
に
》
と
述
べ
て
、

説
〔
法
」
の
完
全
な
こ
と
（
〔
］
0
彗
勘
－
。
・
o
∋
】
邑
三
）
を
示
し
、
《
私
は
聞
い
て

い
る
》
と
い
っ
て
、
声
聞
（
弟
子
、
聞
き
手
）
の
完
全
な
こ
と
（
む
。
勘
ぐ
a
k
a
－
s
’
）
を

〔示
し
〕
、
《
あ
る
時
》
と
い
っ
て
、
時
が
完
全
で
あ
る
こ
と
（
庁
巴
p
あ
し
を

〔示

し
〕
、
《
世
尊
は
》
と
い
っ
て
、
説
〔
法
〕
老
が
完
全
で
あ
る
こ
と

（de
sa
k
a
－
s
．
）
を
〔
示
す
⑪
心

2
2
〔
1
1
〕
　
《
ウ
ッ
カ
ッ
タ
ー
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
（
§
“
ミ
、
言
ぎ
ミ
e
き
ミ
ミ
へ
）
》

　
と
い
う
こ
こ
で
、
た
い
ま
つ
（
三
言
“
ト
ー
チ
）
と
は
、
か
が
り
火
（
合
勺
二
色

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
ち

　
で
あ
る
。
そ
し
て
お
祭
り
の
口
に
、
そ
の
都
城
を
よ
い
瞬
間
　
（
s
u
k
h
a
T
）
a
）

　
が
、
よ
い
星
祭
s
x
　
（
s
u
n
a
k
k
h
a
t
t
a
）
が
素
通
り
し
て
行
か
な
い
よ
う
に
、

　
と
、
夜
に
も
た
い
ま
つ
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
間
に
〔
町
が
〕
築
か
れ
た
、

　
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
ウ
ッ
カ
ッ
タ
ー
に
〔
住
ん
で
お
ら
れ
る
〕
。
ま

　
た
「
近
く
に
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
処
格
（
ミ
’
）
で
表
わ
さ
れ
て
い

　
“
（
　
（
b
h
u
m
m
a
－
v
a
c
a
n
a
r
p
）
。



　
　
　
　
　
へ
r
）

　
2
3
〔
1
、
〕
　
《
住
ん
で
お
ら
れ
る
（
ミ
言
ミ
こ
》
と
い
う
こ
れ
は
、
無
差
別
に
［
行

11

　
住
坐
、
臥
の
，
行
動
の
道
「
住
・
’
i
　
ー
’
住
∵
梵
、
住
」
・
聖
．
住
の
う
ち
の
あ

　
　

る
一
つ
の
住
（
v
i
h
i
i
r
a
住
み
方
）
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
　

こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
立
ち
、
行
き
、
坐
り
、
臥
す
と
い
う
類
別
が
あ
る

　
　
行
動
の
道
（
三
U
．
o
‘
言
；
ぞ
威
儀
路
）
に
お
い
て
あ
る
一
つ
の
行
動
の
道
と

　
　
の

結

び
つ
き
を
明
ら
か
に
す
る
。
で
あ
る
か
ら
、
立
っ
て
も
、
行
っ
て
も
、

　
　
坐
っ
て
も
、
臥
し
て
も
、
世
尊
は
「
住
ん
で
お
ら
れ
る
」
と
だ
け
「
言
．
口
わ

　
　
れ

る
の
だ
と
’
知
ら
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
ば
匹
尊
，
は
一
つ
の

　
　
行
動
の

道
の

障
害

（
苦
痛
）
を
別
の
行
動
の
道
に
よ
っ
て
中
断
し
て
、
疲

　
　
れ

　
（
倒
れ
）
な
い
自
分
の
身
を
運
び
（
言
墨
ε
動
か
す
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
そ
れ
で
「
住
ん
で
お
ら
れ
る
（
ー
・
；
a
l
’
．
f
t
t
i
，
別
に
運
ぶ
）
と
言
わ
れ
る
。

盟
〔
1
2
〕
　
《
ス
’
ハ
ガ
林
（
’
の
ミ
さ
ベ
ペ
s
－
［
ミ
ミ
↑
）
に
》
と
い
う
こ
こ
で
、
美
し
い
（
幸

　
運
な
）
の
で
　
（
f
　
u
b
h
a
g
a
t
t
．
i
）
　
r
〈
バ
ガ
「
林
」
で
あ
る
。
形
体
が
す
ば
ら
し

　
い

の

で
、
ま
た
欲
望
（
言
ヨ
ぞ
快
楽
）
が
す
ば
ら
し
い
の
で
「
’
ス
パ
ガ
林
〕

　

と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
林
は
形
体
が
整
っ
て
い
る
の
で
、
人

　

々
は
食
べ
物
や
飲
み
物
な
ど
を
携
え
て
、
夜
も
昼
も
そ
こ
だ
け
に
い
て
、

　
饗
宴
・
お
祭
・
お
祝
い
を
行
い
享
楽
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
。
ま
た
こ
こ

　

で
、
美
妙
な
す
ば
ら
し
い
諸
の
欲
望
を
求
め
る
。
「
私
た
ち
は
息
子
を
得

　

よ
う
。
娘
を
得
よ
う
」
と
。
彼
等
の
そ
の
「
林
〕
は
ま
さ
に
そ
の
通
り
な

　
の

で
あ
る
。

　

　

　
　
吋
中
部
経
典
、
］
の
註
a
s
　
i
・
－
ハ
パ
ン
チ
ャ
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

　

こ
の
よ
う
に
そ
の
、
林
は
形
体
が
す
ば
ら
し
い
の
で
、
ま
た
欲
望
（
快

楽
）
が
す
ば
ら
し
い
の
で
、
《
ス
バ
ガ
（
幸
運
の
）
〔
林
〕
　
〉
〉
で
あ
る
。
け

れ

ど
も
ま
た
、
大
勢
の
人
か
ら
愛
さ
れ
る
の
で
も
《
ス
バ
ガ
「
林
〕
》
で
あ

　
　
（
R
）

る
。
「
欲
求
す
る
（
・
．
〔
三
3
・
ρ
ご
）
」
と
い
う
の
で
k
（
　
（
V
，
I
i
i
，
i
）
で
あ
る
。
そ
れ

自
体
が
持
つ
す
ば
ら
し
さ
の
故
に
人
々
に
愛
護
の
念
を
起
こ
さ
せ
る
。

〔
林
j
’
日
体
に
対
し
て
C
人
々
に
」
愛
情
を
起
こ
さ
せ
る
、
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
或
い
は
「
の
l
i
V
　
f
o
　
（
N
，
a
n
u
t
e
）
　
／
l
と
い
う
の
で
林
（
≦
毒
）
で
あ
る
。

い

ろ
い
ろ
な
種
類
の
化
の
香
り
の
楽
し
さ
に
陶
酔
し
た
カ
ヅ
コ
ー
な
ど
の

鳥
の
鴨
き
声
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
そ
よ
そ
よ
と
〔
吹
く
〕
風
に
ゆ
れ
動
く

木
の
枝
や
小
枝
に
つ
い
た
若
芽
や
樹
葉
に
よ
っ
て
、
「
来
な
さ
い
。
私
を

享
受
し
な
さ
い
」
と
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
に
乞
う
て
い
る
よ
う
だ
’
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

　
ス

パ

ガ

（幸

運
）
と
そ
の
林
と
で
《
ス
パ
ガ
林
》
で
あ
る
。
そ
の
ス
パ

ガ

林
に
「
世
惇
は
住
ん
で
お
ら
れ
る
」
。
ま
た
林
と
い
う
も
の
は
〔
人
工

の
〕
E
－
　
＝
’
　
（
r
o
l
）
i
n
i
a
）
と
バ
自
然
の
〕
n
t
e
！
　
i
S
　
（
s
a
y
a
i
p
　
j
a
t
i
．
）
と
二
種
あ
る
。

そ
こ
で
、
竹
林
（
ー
’
e
1
u
v
a
n
a
）
　
’
　
S
陀
林
（
言
狂
≦
コ
牡
）
な
ど
は
植
林
で
あ
る
Q

暗
黒
林
（
．
・
N
n
（
＝
パ
ρ
v
a
二
a
）
　
．
大
林
　
（
r
v
l
a
h
i
t
v
a
n
a
）
　
．
ア
ン
ジ
ャ
ナ
林
（
〉
三
p
毒

V
a
l
l
E
l
）
な
ど
は
自
生
林
で
あ
る
。
こ
の
［
林
」
も
自
生
林
で
あ
る
、
と
知

ら
れ
よ
う
。

2
5
〔
ゴ
〕
　
《
サ
ー
ラ
　
問
▽
E

の

根
元
に

a
ミ
宇
ミ
，

”
ii・

圭

§
㌻

と

い
つ

こ

こ

で
　、
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サ

－
ラ
樹
も
サ
ー
ラ
と
〔
だ
け
〕
『
．
口
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
た
と
え
ば
、
比

丘
達

よ
。
村
や
町
か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
所
に
大
き
な
サ
ー
ラ
の
林
が
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
〔
林
，
一
が
エ
ー
ラ
ン
ダ
〔
草
〕
に
覆
わ
れ
る
と
し
よ
う
」

（
A
・
f
．
　
i
．
　
I
L
）
・
）
と
か
、
「
サ
ー
ラ
双
〔
樹
］
の
間
に
」
（
〇
三
お
ご
と
言
う
通

り
で
あ
る
。
喬
木
（
～
、
昌
p
売
自
ε
の
老
木
も
〔
サ
ー
ラ
と
だ
け
言
う
〕
。
た

と
え
ば

　

「
王

よ
。
あ
な
た
自
身
の
領
土
の
あ
な
た
の
遊
園
地
に
は

　
ま
っ
直
な
幹
の
サ
－
ラ
の
大
〔
樹
」
が
あ
り
、
青
い
光
が
快
適
で
す
」

　

ミ
゜
二
口
已
ご

と
1
1
1
’
：
う
通
り
で
あ
る
、
ど
ん
な
木
で
も
〔
サ
ー
ラ
と
言
う
〕
。
　
た
と
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ず
ら

「
さ
て
、
い
い
か
ね
、
比
丘
達
よ
。
そ
の
蔓
草
の
種
子
が
、
あ
る
一
本
の

サ
ー
ラ
〔
木
」
の
根
．
兀
に
落
ち
る
と
し
よ
う
」
合
s
一
’
　
3
o
6
）
と
，
．
V
口
う
通
り

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
喬
木
の
老
木
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て

そ
の
「
王
」
と
い
う
語
が
そ
れ
自
体
が
老
木
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

例

え
ば
、
別
の
と
こ
ろ
で
も
、
「
実
に
、
　
バ
ラ
モ
ン
・
ダ
ン
ミ
カ
よ
。
　
ス

ッ

パ

テ

ィ
w
．
テ
ィ
タ
（
よ
く
確
立
し
て
い
○
）
〔
と
い
う
名
の
〕
ニ
グ
ロ
ー
ダ

〔
e
s
〕
　
1
I
l
（
／
）
・
　
J
　
（
．
・
l
°
i
i
i
，
　
3
6
9
）
と
言
う
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
〔
こ
の
切
巴
㌣

r

a
j
a
と
い
う
〕
合
成
語
（
s
a
m
a
の
a
）
〔
の
意
味
〕
は
二
種
で
あ
る
。
諸
の
サ

ー
ラ
〔
樹
〕
の
王
と
い
う
の
も
サ
ー
ラ
〔
樹
〕
王
で
あ
る
。
ま
た
一
本
の

サ

－
ラ
〔
樹
〕
が
あ
り
、
そ
れ
は
老
木
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
王
で
あ

四

る
、
と
い
う
の
も
サ
ー
ラ
〔
樹
）
王
で
あ
る
。

　

《根
元
に
C
J
J
t
i
！
l
a
i
．
］
こ
》
と
は
、
近
く
L
！
　
（
s
a
m
i
p
a
i
p
）
e
な
ぜ
な
ら
ば
、

こ
の
「
根
元
」
と
い
う
語
は
、
「
根
を
掘
り
上
げ
る
と
し
よ
う
。
　
つ
い
に

は
ウ
シ
ー
ラ
草
の
茎
ほ
ど
の
〔
細
い
根
〕
ま
で
も
〔
掘
り
出
す
と
し
よ
う
〕
」

（
A
．
　
i
L
　
1
9
9
）
と
い
う
な
ど
の
〔
文
〕
で
は
根
で
あ
る
根
（
己
三
ρ
－
日
三
旬
）
を

示
す
。
「
貧
欲
は
不
善
の
根
で
あ
る
」
（
』
二
゜
p
o
「
）
と
い
う
な
ど
の
〔
文
〕

で
は
、
共
通
で
な
い
原
因
（
P
切
勃
巳
プ
仙
「
ρ
コ
ρ
1
＃
O
［
已
）
を
〔
示
す
〕
。
「
日
中
の
時

に
、
木
陰
が
ひ
ろ
が
る
ま
で
は
、
無
風
で
も
葉
が
落
ち
る
。
木
の
根
元
に

い
た

る
ま
で
〔
落
ち
：
O
L
」
　
（
c
f
．
　
1
”
i
n
．
　
i
i
i
．
　
2
o
2
L
o
）
と
い
う
な
ど
の
〔
文
〕

で
は
、
近
く
i
2
　
（
s
，
1
1
1
）
i
p
（
h
）
　
［
と
い
う
こ
と
を
．
小
す
〕
。
こ
こ
で
は
、
し
か

し
「
近
く
に
」
の
、
息
味
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
「
サ
ー
ラ
〔
樹
〕
王
の
近

く
に
」
と
’
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
の
意
味
が
見
ら
れ
よ
う
。

26

　
そ
こ
で
〔
こ
う
．
一
．
口
わ
れ
る
〕
か
も
し
れ
な
い
。
〔
即
ち
〕
も
し
は
じ
め
に

　
世
尊
が

ウ
ッ
カ
リ
タ
ー
［
の
都
城
〕
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
な
ら
、
ス
パ
ガ

　
林
の
サ
ー
ラ
〔
樹
い
工
の
根
元
に
〔
住
ん
で
お
ら
れ
る
〕
と
言
う
べ
き
で

　
は
な
い
。
ま
た
そ
こ
に
住
ん
で
お
ら
れ
る
な
ら
、
ウ
ッ
カ
ヅ
タ
ー
に
〔
住

　
ん

で
お

ら
れ
る
〕
J
J
　
”
’
．
Z
う
べ
き
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
両
所
に
同
時

　
に

住
む
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
と
。
し
か
し
、
ま
あ
、
こ
れ
は

　

こ
の
よ
う
に
見
て
は
い
け
な
い
。
我
々
は
〔
次
の
よ
う
に
〕
論
じ
た
の
で

　
は

な
か
っ
た
か
。
n
即
ち
〕
「
近
く
に
」
と
い
う
意
味
で
処
格
（
l
o
c
．
）
で
述



べ
て

い

る
の
だ
、
と
o
で
あ
る
か
ら
’
例
え
ば
「
ガ
ン
ガ
ー
・
ヤ
ム
ナ
ー

〔
河
〕
な
ど
の
近
く
を
行
く
牛
の
群
は
ガ
ン
ガ
ー
「
河
」
に
行
き
、
ヤ
ム

ナ

ー
　
［
河
▽
に
行
く
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
こ
こ
で
も
、

即

ち
「
ウ
；
カ
；
’
タ
ー
の
近
く
の
ス
バ
ガ
林
に
、
サ
ー
ラ
「
樹
〕
工
の
根

元

に
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
住
め
ば
「
ウ
ヅ
カ
ソ
タ
ー
の
ス
バ
ガ
林
の
サ

ー
ラ
〔
樹
〕
王
の
根
元
に
「
住
す
る
〕
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
托
鉢
に
行
く
t
a
　
（
g
o
c
a
r
a
－
g
i
m
a
）
を
示
す
た
め
に
ウ
リ
’
カ
）
’
タ
ー

と
述
べ
、
出
家
者
に
ふ
さ
わ
し
い
居
庄
所
で
あ
る
こ
と
を
示
寸
た
め
に
そ

の

他

を
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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そ
こ
で
、
ウ
t
カ
け
、
タ
ー
〔
都
城
」
を
称
讃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
尊

者
阿
難
は
、
世
尊
が
在
家
者
へ
の
慈
し
r
S
t
s
　
（
g
a
h
a
！
t
h
A
i
i
u
g
｛
’
a
1
］
［
）
を
行
う

　

こ
と
を
示
す
。
ス
バ
ガ
林
な
ど
を
ほ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
〔
世
尊
が
〕
出

家
者
へ
の
慈
し
r
C
　
（
p
a
b
b
a
j
i
t
i
i
n
u
g
σ
a
h
a
）
を
行
う
こ
と
を
示
す
。
同
様
に
、

前
者
に

よ
っ
て
、
生
活
用
品
を
得
る
た
め
に
白
分
を
疲
れ
さ
す
こ
と
に
た

ず
さ
わ
ろ
の
を
避
け
て
い
る
こ
と
を
〔
示
し
〕
、
後
者
に
よ
っ
て
、
物
欲

（
x
，
a
t
t
h
u
－
k
a
－
　
i
n
a
）
を
捨
て
て
、
欲
楽
の
生
活
に
ふ
け
る
の
を
避
け
る
方
途

を
5
1
て
い
る
こ
と
を
〔
示
す
〕
。
ま
た
前
者
に
よ
っ
て
、
説
法
に
励
ん
で

　
い

ろ
こ
と
を
〔
示
し
」
、
後
者
に
よ
っ
て
、
遠
離
を
志
向
し
て
い
る
こ
と

（
v
i
x
・
e
k
f
・
l
h
i
m
u
t
t
i
）
を
〔
示
す
〕
。
前
者
に
よ
っ
て
、
悲
心
（
蚕
三
言
）
を

も
っ
て
〔
世
間
に
〕
近
づ
く
こ
と
を
〔
示
し
〕
、
後
者
に
よ
っ
て
、
智
慧

　

　

　
『
中
部
経
典
』
の
註
釈
［
、
パ
パ
ソ
チ
ャ
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

13

（pa
n
n
a
）
を
も
っ
て
〔
世
間
か
ら
〕
離
れ
る
こ
と
を
〔
示
す
〕
。
前
者
に
よ

っ

て
、
衆
生
の
利
益
・
安
楽
の
完
遂
に
心
を
向
け
て
い
る
こ
と
を
〔
示
し
〕
、

後
者
に

よ
っ
て
、
他
人
の
利
益
・
安
楽
を
行
う
に
あ
た
っ
て
汚
染
さ
れ
な

f
，
．
　
t
　
J
A
J
　
（
n
i
r
u
p
a
l
e
p
a
n
a
t
i
，
　
）
を
〔
示
す
〕
。
前
者
に
よ
っ
て
、
法
に
か
な

っ

た
安
楽
は
捨
て
な
い
こ
と
を
特
相
と
す
る
安
楽
住
（
三
勢
（
T
v
i
h
A
r
a
）
を

〔
示

し
」
、
後
者
に
よ
っ
て
、
常
人
を
越
え
た
法
の
実
践
を
特
相
と
す
る

〔安
楽
住
を
示
す
〕
。
前
者
に
よ
っ
て
、
人
〆
、
の
資
助
の
多
大
な
こ
と
を

〔
示

し
い
、
後
者
に
よ
っ
て
、
神
々
の
〔
資
助
が
多
大
な
こ
と
を
示
す
〕
。

前
者
に

よ
っ
て
、
世
に
生
ま
れ
た
者
が
世
間
で
栄
え
て
い
る
こ
と
を
〔
示

し
〕
、
後
者
に
よ
っ
て
、
世
間
に
染
ま
ら
な
い
こ
と
を
「
示
す
〕
。
前
者
に

よ
っ
て
、
「
1
人
の
人
物
が
、
比
丘
達
よ
、
g
に
現
わ
れ
つ
つ
現
わ
れ
て

い

ま
す
。
大
勢
の
人
“
、
の
利
．
益
の
た
め
に
、
大
4
9
の
人
々
の
安
楽
の
た
め

に
、
世
間
を
憐
れ
む
た
め
に
、
神
・
、
や
人
夕
、
の
正
．
義
と
利
益
と
安
楽
の
た

め
に
」
「
一
人
の
人
物
と
は
い
ず
れ
の
方
で
寸
か
」
「
如
来
・
阿
羅
漢
・
正

竿
覚
者
で
す
」
（
」
ご
ご
6
〕
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
か
ら
、
お
よ
そ

そ
の
為
に
世
尊
が
出
現
な
さ
っ
た
、
そ
の
日
的
を
〔
世
尊
が
〕
完
遂
す
る

こ
と
を
〔
．
小
し
‥
、
後
者
に
よ
っ
て
、
〔
世
吟
が
〕
出
現
な
さ
っ
た
そ
の
〔
場

所
〕
に
ふ
さ
わ
し
い
生
活
“
v
　
［
［
示
し
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
’
　
±
t
尊
は

最
初
ル
ン
ビ
ニ
ー
の
林
で
、
第
二
に
菩
捉
道
場
（
B
o
d
h
i
－
n
l
a
n
d
f
t
，
）
で
、
と
、

世
間

的

〔誕

生
〕
と
出
世
間
的
誕
生
の
時
に
、
林
の
中
で
だ
け
出
現
な
さ

っ

た
。
で
あ
る
か
ら
’
そ
の
方
が
林
で
だ
け
生
活
す
る
こ
と
を
示
す
の
で

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
1
1
1
五
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あ
る
’
と
こ
の
よ
う
な
意
趣
を
も
っ
て
こ
こ
で
の
意
味
・
文
脈
（
三
三
P

y
o
j
a
n
a
！
）
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
へ
1
7
）

2
8
〔
1
2
，
　
《
そ
こ
で
（
ミ
ミ
こ
》
と
は
、
場
所
・
時
を
明
ら
か
に
す
る
。
な
ぜ

　
な
ら
ば
、
そ
れ
は
〔
世
尊
が
〕
そ
の
時
に
住
し
て
い
る
フ
て
の
時
に
」
、
ま

　
た
、
そ
の
サ
ー
ラ
「
樹
］
王
の
根
元
に
「
世
尊
が
，
｝
住
し
て
い
る
フ
て
の

　
サ

ー
ラ
「
樹
］
王
の
根
元
の
と
こ
ろ
で
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る

　
か

ら
で
あ
る
。
或
い
は
’
述
べ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
と
時
を
明
ら
か
に

す
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
世
尊
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
所
や
時
に
法
を
説
か

な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
バ
ー
ヒ
ヤ
よ
。
ま
ず
「
今
は
、
「
ね
、
時
で
は
な
い

　
の

だ

よ
」
ニ
ペ
で
ご
と
い
う
な
ど
が
こ
れ
を
証
明
す
る
。

　

　
〈
い
か

に

も
（
主
3
》
と
い
う
の
は
、
語
を
満
た
す
だ
け
の
、
強
調
の

　
（
a
v
a
c
l
h
5
，
　
r
a
o
e
）
、
或
い
は
昔
の
時
の
音
心
味
．
を
述
べ
る
」
場
合
の
（
＾
三
7

言
一
竺
二
三
不
変
化
詞
（
・
二
玉
ε
で
あ
る
。

　
　
《
川
西
汀
へ
b
h
　
c
t
　
g
a
～
，
a
l
i
こ
》
と
は
、
［
そ
の
方
に
対
す
る
一
世
間
の
尊
厄
を

明
ら
か
に
す
る
。
《
比
丘
（
ミ
ミ
き
三
出
家
修
行
者
）
と
に
、
「
世
惇
の
法
」

話
を
聞
く
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
を
表
わ
す
。
ま
た
更
に
こ
こ
で
、
「
行
乞

す

る
者
（
プ
三
ア
ご
三
£
）
と
い
う
の
が
比
丘
（
σ
三
三
合
三
で
あ
る
。
行
乞
に

従
い
行
ノ
＼
と
い
う
の
が
比
丘
で
あ
る
」
⌒
「
へ
三
三
゜
2
，
b
と
い
う
等
の
意

趣

を
も
っ
て
語
の
意
味
が
知
ら
れ
よ
う
。

　

　
《
語
り
か
け
g
！
　
（
a
’
m
§
n
t
e
s
i
）
》
と
は
、
話
し
か
け
た
、
述
べ
た
、
覚
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

せ

た
。
こ
れ
が
こ
こ
で
の
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
ほ
か
に
も
、
知
ら
し
め

る
（
l
l
a
P
a
J
］
a
）
場
合
に
”
p
　
1
［
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
〕
る
。
例
え
ば
「
君
達
に

私
は

知

ら
せ
よ
う
（
翻
三
ρ
三
餌
葛
コ
三
。
比
丘
達
よ
。
君
達
に
私
は
知
ら
せ

よ
う
三
三
・
．
＆
3
・
抽
・
三
）
。
比
丘
達
よ
」
（
・
S
ミ
」
』
べ
三
S
7
、
°
］
2
。
）
と
言

う
通
り
で
あ
る
。
呼
ぶ
（
る
［
〃
ぎ
巴
コ
o
）
場
人
口
に
も
「
用
い
る
’
、
例
え
ば

F行
き
な
さ
い
、
比
丘
よ
。
君
は
私
の
言
．
ハ
葉
を
も
っ
て
舎
利
弗
を
呼
ん
で

き
な
ふ
、
」
い
（
l
i
I
l
l
E
）
I
l
t
弓
三
）
」
3
°
三
口
三
と
1
1
．
．
：
う
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
へ
1
8
）

　

2
9
［
1
3
一
《
比
丘
達
よ
ミ
・
ミ
÷
主
ミ
三
》
と
ほ
、
語
り
か
け
る
様
子
を
明
ら
か

　

　
に

す

る
．
そ
し
て
そ
れ
は
、
行
乞
を
習
慣
と
す
る
（
三
三
／
三
〉
竺
p
－
”
二
烏
邑

　
　
な
ど
の
徳
の
修
行
貧
三
ち
ψ
、
。
窒
）
が
完
成
さ
れ
て
い
る
の
で
フ
て
う
〕
言

　
　

わ
れ
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
行
乞
を
習
慣
と
寸
る
徳
に
結
ば
れ
て
い
る
人
も

　
　
比
丘

で

3
5
り
、
行
乞
の
正
当
性
の
±
L
g
　
（
b
h
i
k
k
h
a
n
a
－
d
h
a
m
m
a
t
i
i
－
g
u
n
a
）
に

　
　
結
ば

れ
て
い
る
人
も
比
丘
で
あ
り
、
行
乞
を
よ
く
行
う
者
の
徳
に
結
ば
れ

　
　
て
い
る
人
も
、
北
丘
で
あ
る
」
、
と
、
　
て
口
語
の
識
者
（
°
・
。
〔
一
（
一
ら
二
一
二
三
た
ち

　
　

ほ
考
え
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
万
が
行
乞
を
習
慣
と
す
る
な
ど
の

　
　
徳
の
修
行
を
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
、
劣
っ
た
人
や
勝
れ
た
人
た
・

14

　
が

行
っ
て
い
る
牛
．
活
行
為
（
ー
u
t
t
i
）
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
う
わ
つ
き

　
　
（
u
d
d
h
a
t
a
，
悼
挙
）
や
怯
弱
（
（
ご
三
）
と
な
ろ
こ
と
を
叱
責
す
る
。

　

　

ま
た
（
比
丘
達
よ
》
と
い
う
、
大
X
Q
　
’
－
／
］
　
（
k
a
r
u
T
）
a
－
s
’
i
p
p
h
i
i
r
u
）
　
．
や
さ
し

　
　
C
．
　
t
i
〉
　
（
s
o
T
n
T
n
a
－
h
a
d
a
y
a
）
　
．
眼
を
伏
せ
る
こ
と
三
3
，
p
弓
－
三
る
三
）
を
先
と



す
る
こ
の
n
「
比
丘
達
よ
」
と
い
う
〕
言
葉
を
も
っ
て
、
彼
等
が
n
分
に
顔

を
向
け
る
よ
う
に
さ
せ
つ
つ
、
同
じ
そ
の
「
語
り
た
い
の
だ
」
と
い
う
こ
と

を
表
明
す
る
言
葉
を
も
っ
て
’
彼
等
に
聞
き
た
い
気
t
l
g
S
　
（
f
o
t
u
－
k
a
m
y
a
t
a
）

を
起
こ
さ
せ
る
。
ま
た
同
じ
そ
の
「
日
覚
め
さ
せ
る
（
°
。
p
三
ご
o
言
o
二
P
教

え
る
、
悟
ら
せ
る
）
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
「
「
比
丘
達
よ
」
と
う
い
言

葉
〕
に
よ
っ
て
、
彼
ら
が
よ
く
聞
v
こ
と
に
意
を
注
ぐ
よ
う
に
促
す
。
な

ぜ

な
ら
ば
、
聞
v
こ
と
に
意
を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
え
〔
の
習
得
〕

が
成

就
す
る
か
ら
で
あ
る
。

30

　
他
の
神
々
や
人
k
・
が
い
る
の
に
、
な
ぜ
比
丘
達
だ
け
に
〔
世
尊
は
〕
語

　
り
か
け
た
の
か
、
と
、
も
し
〔
問
う
〕
な
ら
ば
、
年
長
・
勝
れ
て
い
る
・

　
近

坐
し
て
い
る
・
常
に
共
に
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
世
尊
の

　
説
法
は

全

て
の
聴
衆
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
聴
衆
の
う
ち
で
年

　
長
（
j
e
＃
h
a
）
の
比
丘
達
は
最
初
に
生
ま
れ
て
い
る
の
で
〔
世
尊
か
ら
語
り

　
か

け
ら
れ
る
〕
。
勝
れ
た
者
（
s
e
t
二
旨
）
達
は
家
な
き
者
で
あ
る
こ
と
を
は
じ

　

め
と
し
て
、
大
師
の
所
行
に
従
っ
て
行
動
す
る
の
で
、
ま
た
全
て
の
教
え

　
を
把
握
す
る
者
な
の
で
c
世
尊
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
る
〕
。
近
く
に
坐
っ

　
て
　
L
　
r
Q
　
（
a
s
a
n
n
a
）
彼
等
は
、
そ
こ
に
坐
っ
て
い
る
者
達
の
中
で
、
大
師
に

　
面

前
し
て
い
る
の
で
〔
世
尊
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
る
〕
。
常
に
共
に
い
る

　
者
（
ξ
一
P
。
。
S
三
三
ε
達
は
大
師
の
面
前
が
〔
自
分
達
の
〕
行
動
領
域
な
の

　
で

［世
尊
か

ら
語
り
か
け
ら
れ
る
〕
、
と
。
ま
た
更
に
彼
等
は
説
法
の
受

　
　
　
　
『
中
部
経
典
』
の
註
釈
『
．
ハ
パ
ン
チ
上
，
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

／
）
　
g
　
（
b
h
c
i
　
j
a
n
a
）
で
あ
り
、
教
え
ら
れ
た
通
り
の
実
践
修
行
を
生
み
出
す

の

で

〔
世
尊
か
ら
語
り
か
け
ら
れ
る
〕
。
ま
た
4
8
に
、
　
一
部
の
比
丘
達
だ

け
に
関
し
て
こ
の
説
一
法
〕
が
〔
な
さ
れ
た
〕
と
い
う
の
で
も
、
彼
等
だ

け
に
、
世
尊
は
口
語
り
か
け
た
の
で
あ
る
。

31

　
そ
こ
で
〔
こ
う
1
’
1
，
：
う
」
か
も
し
れ
な
い
。
〔
即
ち
〕
、
し
か
し
世
尊
は
、

　
法

を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
な
ぜ
最
初
に
比
丘
達
に
語
り
か
け
、
〔
い
き
な

　
り
〕
法
だ
け
を
説
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
。
〔
つ
ま
り
、
語
り
か
け
る
こ

　

と
に
よ
っ
て
比
丘
達
に
聞
法
へ
の
〕
思
念
が
生
ず
る
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ

　
な
ら
ば
、
比
丘
達
は
別
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
者
も
あ
り
、
心
が
散
乱
し

　
て

い

る
者
も
あ
り
、
法
を
省
察
し
て
い
る
者
も
あ
り
、
観
念
修
行
法
（
業

　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

　

処
）
に
意
を
注
い
で
坐
っ
て
も
い
る
。
彼
等
は
も
し
語
り
か
け
ら
れ
な
い

　
で
法
が
説
か

れ

始
め

る
と
、
こ
の
説
〔
法
」
は
何
を
因
縁
と
し
、
何
に
よ

　
っ
て
、
い
ず
れ
の
意
味
・
由
来
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
の
か
を
了
解
す

　

る
こ
と
が
出
来
な
い
で
、
誤
っ
た
と
り
方
を
し
た
り
、
或
い
は
〔
法
を
〕

　
把
握
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
彼
等
に
〔
聞
法
へ
の
〕
思
念
が
生
ず
る

　

た
め
に
、
世
尊
は
最
初
に
比
丘
達
に
語
り
か
け
、
後
に
法
を
説
く
の
で
あ

　
る
。

3
2
〔
1
3
〕
　
《
尊
師
様
（
ミ
え
§
§
》
と
い
う
こ
れ
は
、
尊
敬
（
唱
己
ぐ
p
）
を
表
明

　
し
て
い
る
。
或
い
は
大
師
に
応
答
を
返
す
（
言
三
’
a
c
a
n
a
－
d
a
n
a
）
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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法
華
文
化
研
究
（
第
二
十
一
号
）

更
に

ま
た
こ
こ
で
、
《
比
丘
た
ち
よ
（
9
忌
惑
§
6
＞
》
と
述
べ
つ
つ
、
世
尊

は
彼
等
比
丘
達
に
話
し
か
け
、
《
尊
師
様
§
ミ
§
S
》
と
言
い
つ
つ
、
彼

等
が
世
尊
に
答
え
て
言
う
。
同
様
に
、
「
比
丘
達
よ
」
と
世
尊
は
語
り
か

け
、
「
尊
師
様
」
と
彼
等
が
応
答
す
る
。
「
比
丘
達
よ
」
と
一
、
語
り
か
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
比
丘
達
に
〕
返
事
を
行
わ
せ
、
「
尊
師
様
」
と
「
比
丘
達

が
〕
返
事
を
す
る
。
《
彼
等
比
丘
達
は
（
鳶
9
S
き
三
》
と
は
、
世
尊
が
語

り
か
け
た
フ
て
の
者
達
」
で
あ
る
。
《
世
尊
に
答
え
た
（
9
ぺ
俗
・
ミ
ミ
・
・
さ
§
－

2
。
い
ミ
こ
》
と
は
、
世
尊
の
語
り
か
け
に
答
え
た
。
面
前
に
い
て
聞
い
た
、

受

け
・
取
っ
た
、
受
領
し
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
《
世
尊
は
こ
う
述
べ

た
〔
ミ
礁
べ
二
亀
ミ
ヘ
ミ
ミ
。
へ
ε
》
と
は
、
世
尊
は
、
こ
の
今
述
べ
ろ
べ
き
全
て

の

経
を
述
べ
た
。

33

　
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
で
、
お
よ
そ
こ
の
〔
序
文
」
は
「
、
次
の
よ
う
な
意

　
図
の
も
と
に
〕
尊
者
阿
難
に
よ
っ
て
〔
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
〕
。
「
即
ち
〕
、

　
蓮

花
、
睡
蓮
が
輝
く
汚
れ
の
な
い
、
美
味
の
水
の
蓮
池
に
快
適
に
入
る
た

　

め
に
、
無
垢
の
岩
石
の
平
ら
な
と
こ
ろ
に
輝
く
階
段
を
設
け
て
、
真
珠
の

　
網
を
ま
い
た
よ
う
に
砂
を
ま
い
た
白
い
地
而
の
あ
る
渡
し
場
（
沐
浴
場
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ん
か
ん

　
が

あ
ろ
よ
う
に
。
「
ま
た
〕
よ
く
区
画
さ
れ
た
壁
や
彩
色
さ
れ
た
欄
干
を

　

め
ぐ
ら
し
、
兄
祭
の
道
に
［
人
々
が
〕
触
れ
た
い
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に

　
構
造
物
が
増
拡

さ
れ
た
す
ぐ
れ
た
楼
閣
に
楽
に
登
る
た
め
に
’
牙
で
で
き

　

た
柔
か
く
軟
か
な
板
を
金
の
蔓
草
で
覆
い
’
宝
珠
が
群
れ
、
光
が
集
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

輝
き
、
　
浄
く
光
る
陪
梯
が
あ
る
よ
う
に
。
　
一
、
ま
た
」
黄
金
の
腕
輪
や
足
飾

り
な
ど
が
ぶ
つ
か
り
合
う
音
が
混
じ
り
、
語
り
し
ぶ
、
べ
る
甘
い
音
声
の
中

を
、
家
の
人
々
が
行
き
来
す
る
、
大
き
な
権
3
5
と
富
に
輝
く
大
き
な
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
　
ご

楽
に
入
る
た
め
に
、
金
・
銀
・
宝
珠
・
真
珠
・
珊
瑚
な
ど
が
光
き
ら
め
き
、

よ
く
し
っ
か
り
と
建
て
ら
れ
た
大
き
な
門
柱
の
大
門
が
あ
る
よ
う
に
。

〔
そ
の
よ
う
に
’
［
意
味
と
文
句
を
そ
な
え
、
諸
仏
の
説
「
法
一
の
智
慧
の

深

い

こ
と
を
指
し
示
す
こ
の
経
に
楽
に
跳
入
す
る
た
め
に
、
時
と
場
所
と

説
く
人
と
聴
衆
と
を
開
示
す
る
こ
と
に
飾
ら
れ
た
〔
こ
の
〕
序
文
（
。
三
昌
ρ
）

が
尊
者
阿
難
に

よ
っ
て
説
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
の
註
釈
は
終
了

し
た
。

3
4
〔
1
5
’
一
　
人
ノ
や
《
↓
切
の
法
の
根
本
法
門
（
プ
p
一
）
一
＞
p
－
（
三
p
ゴ
一
∋
祭
－
三
L
L
I
a
－
p
a
r
i
y
，
i
－

　
y
a
m
）
）
〉
と
云
々
の
仕
方
で
世
尊
か
ら
授
け
ら
れ
た
経
を
註
釈
す
る
順
番

　
に

な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
経
の
註
釈
ぱ
、
「
な
ぜ
そ
の
〕
経
が
授
け
ら
れ

　

た
の
か
を
号
察
し
て
述
べ
れ
ば
「
お
の
ず
か
ら
註
釈
は
］
明
ら
か
に
な
る

　
の

だ

か

ら
、
ま
ず
〔
こ
の
，
一
経
が
〔
な
ぜ
」
授
け
ら
れ
た
か
を
考
察
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
9
〕

　
う
。
と
い
う
の
は
、
四
種
の
経
の
授
与
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
、
即
ち
〕
、

　
〔
世
尊
〕
自
身
の
意
向
に
よ
る
－
i
p
の
　
（
a
t
t
a
j
j
h
i
i
s
a
〉
’
a
）
、
他
人
の
意
向
に
よ

　
る
も
の
（
℃
三
ど
言
9
3
．
じ
、
質
問
に
よ
る
t
i
P
　
G
　
（
p
u
c
c
h
i
－
v
a
s
i
k
a
）
、
（
法
を

　
説
く
〕
必
要
が
生
じ
た
’
P
の
　
（
a
U
h
u
p
p
a
t
t
i
l
〈
a
）
、
と
で
あ
る
。

　
　

そ
こ
で
、
お
よ
そ
世
尊
が
他
か
ら
求
め
ら
れ
ず
に
、
た
だ
自
分
の
意
向
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だ
け

に

よ
っ
て
説
い
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
k
’
w
a
　
（
A
k
a
］
h
k
h
。
〉
r
〉
’
a
－

°

三
ご
つ
）
」
二
＼
三
旦
一
〕
、
r
布
楡
g
＄
t
l
（
V
a
t
t
h
a
－
s
u
t
t
a
i
p
）
」
　
（
．
1
1
．
　
L
　
3
6
）
、
　
r
大

念
処
経
（
三
…
．
・
。
三
・
三
言
・
・
萎
三
。
三
ご
§
二
゜
2
　
9
．
　
0
）
、
F
大
六
処
経

（゚∩

。冨
－
三
日
牡
－
〆
，
i
b
h
a
　
i
）
　
g
a
－
g
．
　
u
t
t
T
p
）
」
　
（
M
．
i
i
i
’
　
2
8
7
）
、
　
F
聖
種
経
（
ン
ユ
▽
P

ー
・
p
当
巴
ー
ノ
三
5
ヨ
）
」
で
一
゜
三
に
ご
、
「
正
勤
経
を
運
ぶ
も
の
（
ω
p
ヨ
三
㌣
三
邑
〔
T

h
t
’
i
n
a
－
s
u
t
t
a
n
t
a
－
l
p
h
r
a
k
。
）
」
　
（
S
．
　
v
°
〇
二
＼
「
如
意
足
経
（
三
巳
三
三
三
・
）
」

（
s
．
　
x
－
．
　
2
r
）
・
l
）
、
「
諸
根
経
（
H
一
己
「
三
p
）
」
（
必
z
°
1
9
3
）
、
r
力
経
（
O
巳
但
）
」
　
（
必

V
°
2
．
；
9
1
、
F
覚
支
経
（
B
o
j
j
h
a
．
i
g
a
）
」
　
（
㊤
イ
゜
O
ど
、
「
道
支
経
を
運
ぶ
，
も
の

（
t
s
’
I
a
g
g
a
，
　
i
i
g
a
－
．
s
u
t
t
a
n
t
a
－
h
［
u
’
a
k
o
）
　
J
　
（
S
’
．
　
v
．
　
1
）
と
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
は
「
世
尊
〕
自
身
の
意
向
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
お
よ
そ
、
「
さ
て
と
、
ラ
ー
フ
ラ
の
解
脱
は
成
熟
し
、
熟
す
べ

き
諸
の
法
は
〔
熟
し
た
〕
。
さ
あ
私
は
ラ
ー
フ
ラ
を
更
に
上
の
諸
の
漏
（
煩

悩
）
の
消
滅
に
導
く
と
し
よ
う
」
（
＞
s
三
゜
・
。
『
ご
と
、
こ
の
よ
う
に
他
の
人

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
ろ

人
の

意
向
、
忍
耐
、
意
、
志
向
を
、
ま
た
覚
り
の
状
態
を
観
察
し
て
’
他

人

の

意
向
に
よ
っ
て
説
い
た
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
ラ
ー
フ
ラ
教
誠
小

s
u
　
（
C
t
二
P
］
窒
ご
巳
C
〆
・
貿
一
P
‘
s
u
t
t
a
i
p
）
　
J
　
（
A
’
L
　
i
i
i
．
　
2
7
7
）
、
F
ラ
ー
フ
ラ
教
誠
大
経

（IL
Ja
hfi

－
R
L
r
t
h
u
l
c
）
v
i
L
d
a
－
s
u
t
t
a
r
p
）
　
J
　
（
M
二
゜
i
1
2
0
）
、
F
転
法
輪
経
（
o
言
ヨ
∋
P

c
a
k
k
a
－
p
p
a
v
a
t
t
．
f
t
n
，
i
T
p
）
」
　
（
S
．
　
v
°
4
2
0
）
、
F
界
分
別
経
（
o
】
・
曽
〒
z
二
法
昌
σ
q
p
－

⑦

三
9
旦
」
二
卜
二
8
ご
と
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

他
人
の

意
向
を
〔
世
尊
が
察
知
し
て
　
’
］
授
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
世
尊
の
と
こ
ろ
に
近
づ
い
て
行
っ
て
、
四
衆
た
ち
（
∩
2
9
⑩
。

　

　
　
」
．
中
部
経
典
L
の
註
釈
『
パ
パ
ン
チ
ャ
・
ス
ー
グ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

言
ユ
狛
．
比
丘
・
比
丘
尼
．
優
婆
塞
．
優
婆
夷
）
、
四
姓
た
ち
（
〔
2
5
「
。
＜
p
S
四

　
　
　
　
　

°
つ
r
・
い
り
　
　
・
　
1
」
占
・
　
し
山
だ
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巨
”
ん
；
1
つ
ば

バ

ラ
モ
ン
・
刹
帝
利
・
吠
企
∵
｝
1
1
陀
羅
）
、
竜
た
ち
、
金
翅
鳥
た
ち
、
乾
達
婆

（音

楽
神
∵
た
ち
、
阿
修
羅
た
ち
、
夜
叉
た
ち
、
大
王
た
ち
、
三
十
三
天
な

ど
の
神
・
・
、
大
梵
天
と
、
こ
の
よ
う
な
者
達
が
、
「
覚
支
（
言
」
言
昌
ぬ
ぞ
覚

り
の
項
日
）
、
覚
支
と
、
尊
師
様
、
説
か
れ
撒
す
が
」
⌒
♂
ー
，
°
や
ざ
、
　
「
〔
五
〕

蓋

（
三
ー
三
竺
ぞ
煩
悩
）
、
〔
五
」
蓋
と
、
惇
師
様
、
説
か
れ
ま
す
が
」
べ
＼

D
．
　
i
．
　
2
・
1
6
J
、
「
尊
師
様
、
一
体
で
す
ね
、
こ
れ
ら
の
五
取
硫
（
ヌ
言
三
・
竺
昌
。
，

三
言
三
□
色
・
受
・
想
∴
汀
・
識
）
は
r
’
何
を
根
と
す
る
の
で
す
か
〕
」

（♂

三
゜
　
I
U
U
2
b
、
　
「
一
体
何
が
こ
の
世
で
男
の
‥
些
同
の
財
産
で
す
か
」
（
ひ
き

完
こ
と
い
う
な
ど
の
仕
方
で
「
世
尊
に
〕
質
、
問
す
る
。
こ
の
よ
う
に
問
わ

れ
て
世
尊
は
「
覚
支
経
」
な
ど
を
語
り
、
或
い
ほ
ま
た
他
の
「
諸
天
相
応
経

（D
c
s
．
a
t
A
　
s
．
　
a
r
p
y
u
t
t
a
）
／
l
　
（
S
’
．
　
i
°
1
）
、
　
r
梵
天
相
応
経
（
［
］
邑
】
目
P
輻
ヨ
、
u
t
t
a
t
　
）
」

（ひ
二
二
ω
ご
、
r
魔
相
応
（
呂
巴
，
p
－
8
日
∨
三
ε
」
（
♂
一
二
〇
ω
）
、
「
帝
釈
所
問
経

（ma
kk
a
－
I
）
a
f
i
h
a
）
　
J
　
（
D
．
　
i
i
．
　
2
6
3
）
、
F
有
明
小
経
（
∩
三
p
－
ぎ
〔
三
ε
」
（
ミ
一
・

299
）

、
「
有
明
大
経
（
I
I
た
l
i
f
i
－
V
e
c
l
a
l
l
a
）
」
　
（
M
．
　
i
．
　
2
C
J
2
）
、
「
沙
門
果
経
（
め
触

m
a
i
l
f
i
a
－
p
h
a
l
a
）
」
　
（
D
．
　
i
．
　
4
7
）
、
F
ア
ー
ラ
ヴ
一
’
力
経
（
t
～
一
P
ぐ
a
k
a
）
」
　
（
硲
、
・
C

31
）

、
「
ス
ー
チ
ロ
ー
マ
経
（
u
n
二
c
i
l
o
m
a
－
s
u
t
t
a
）
　
J
　
（
S
n
．
　
p
．
　
4
7
）
な
ど
を
〔
説

い

た
の
で
あ
り
〕
、
そ
れ
ら
は
質
問
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
お
よ
そ
原
内
が
〔
生
じ
た
こ
と
〕
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
も
の
が

あ
る
。
例
え
ば
、
「
法
嗣
経
（
D
h
a
m
m
a
－
d
a
｝
、
i
i
d
a
旦
」
（
さ
ド
r
」
ご
、
r
獅
子

吼
く
I
，
g
＃
l
　
（
C
t
l
1
a
－
S
i
h
a
n
n
d
a
T
p
）
　
J
　
（
t
l
・
f
．
　
i
．
　
6
3
）
、
　
r
月
く
．
h
：
　
w
a
　
（
C
a
c
　
n
d
　
t
）
　
p
a
i
n
a
r
p
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
．
l
九



　

　

法
華
文
化
研
究
（
第
二
十
一
号
）

へ♂

ニ

19
7
）
、
F
子
肉
喩
経
（
I
’
u
t
庁
襲
－
】
昌
§
言
ρ
∋
p
ヨ
）
」
（
Z
二
り
ご
、
r
木

塊
喩
経
（
o
呂
，
t
；
k
h
a
n
d
h
O
I
）
ロ
ヨ
a
i
p
）
」
　
（
S
．
　
i
v
．
　
1
7
9
）
、
r
火
纈
喩
経
（
〉
σ
。
σ
q
7

kkha
n
d
h
f
i
p
a
n
i
a
m
）
　
J
へ
‘
’
1
°
i
v
．
　
1
2
。
）
、
r
泡
沫
喩
経
（
P
h
2
）
a
－
p
i
T
．
i
d
C
t
p
a
m
p
旦
」

（
s
’
i
i
L
　
l
・
ξ
、
「
昼
度
樹
喩
経
（
P
a
’
r
i
c
c
h
a
t
t
a
k
O
p
a
n
i
　
a
，
　
i
p
）
」
　
二
．
　
i
v
．
　
］
5

と
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
〔
説
い
た
が
〕
、
そ
れ
ら
は
［
説
く
」
必
要
が

生

じ
て
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
四
種
の
〔
教
え
の
〕
授
与
の
中
で
、
こ
の
経
は

　

F
必
要
が

生
じ
て
授
与
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
［
説
く
〕

　
必
要

が
生
じ
て
、
　
こ
の
一
．
経
」
を
世
尊
は
授
け
た
の
で
あ
る
か
ら
。
　
「
、
で

　
は
」
ど
う
い
う
時
に
必
要
が
生
じ
た
の
か
。
教
法
（
一
）
。
三
・
三
ε
を
三
〔
丁
習

　
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
慢
心
（
n
l
a
n
a
）
が
生
じ
た
時
に
、
で
あ
る
。

　
　
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
五
百
人
の
バ
ラ
モ
ン
達
が
い
て
、
三
ヴ
・
．
ー
グ
に

　
通

辻
し
、
後
に
な
っ
て
世
尊
の
説
法
を
聞
い
て
、
諸
の
欲
望
に
お
け
る
過

f
f
｛
　
（
i
L
d
l
l
l
a
V
a
，
　
e
：
し
み
）
と
出
離
（
】
プ
完
；
p
∋
∋
p
°
欲
望
を
離
れ
る
こ
と
）

　
の

功
徳
（
t
！
n
i
s
a
　
r
p
　
s
．
　
a
，
利
益
）
を
見
て
’
世
尊
の
も
と
で
出
家
し
、
も
う

　
ぼ

ど
な
く
し
て
全
て
の
g
t
h
E
　
（
B
u
d
d
h
a
－
y
a
c
a
n
a
）
　
i
S
，
，
学
習
し
、
教
法

　
（
I
）
c
f
t
l
．
i
y
c
a
t
t
i
）
を
〔
学
得
し
た
〕
が
た
め
に
慢
心
を
起
こ
し
た
。
「
お
よ
そ
世

尊
が
語
る
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
を
、
我
々
は
も
う
す
早
く
知
っ
て
し
ま

う
。
な
ぜ
な
ら
、
世
尊
は
三
つ
の
し
る
し
（
」
三
＝
；
窒
三
．
三
法
印
）
・
四

　
つ
の
句
（
U
…
ロ
「
一
言
言
三
四
諦
）
・
七
つ
の
t
S
l
〈
R
　
（
s
a
t
t
a
　
v
i
t
）
h
a
t
t
i
y
o
，

17

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
）

　
七
覚

支
）
「
だ
け
㌧
を
語
っ
て
一
、
ほ
か
に
は
口
何
も
語
ら
な
い
。
だ
か
ら

　
こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
も
、
我
々
に
は
〔
川
解
に
〕
苦
し
む
語
句
（
醤
［
三
苧

P
a
c
l
a
）
と
い
う
も
の
ば
な
い
」
と
。
そ
れ
で
世
尊
を
敬
わ
な
く
な
っ
て
、

そ
れ
か
ら
は
世
尊
に
お
仕
え
す
る
の
に
も
、
聞
法
に
も
、
し
ば
し
ぼ
は
行

　
か

な
い
。
世
尊
は
彼
等
の
そ
の
心
の
動
き
（
巳
［
三
3
5
）
を
知
っ
て
、
「
こ

　
の
者
達
は
こ
の
慢
心
と
い
う
障
碍
（
竺
雪
ρ
－
；
二
p
）
を
破
ら
な
い
と
、
或
い

は

道

を
、
或
い
は
果
報
を
証
得
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
そ
」
と
、
彼
等
が

教
法

を
聞
い
た
が
た
め
に
生
じ
た
慢
心
を
「
、
改
め
る
〕
必
要
が
生
じ
た
、

と
し
て
、
説
「
，
法
」
に
巧
み
な
世
尊
は
「
「
彼
等
の
‥
慢
心
を
破
る
た
め
に
、

《
一
切
の
法
の
根
本
の
法
門
を
二
小
そ
う
］
」
と
、
説
［
法
∴
を
始
め
た
の

で
あ
る
。

3
6
〔
1
、
一
　
そ
こ
で
《
一
切
の
法
の
根
本
の
法
川
（
句
合
忘
－
へ
き
§
§
～
・
ぺ
ー
ミ
ミ
へ
＾
－
S
ミ
㍗

　
い
．
∂
、
3
＞
と
は
、
全
て
の
諸
法
の
根
本
の
法
川
で
あ
る
。
「
一
切
の
一
と
は
、

　
余
す
と
こ
ろ
の
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
「
一
切
の
」
と
い
う
語
は
「
余

　
す
と
こ
ろ
な
く
」
と
い
う
こ
と
を
去
わ
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
、
6
9
p

　
と
い
う
語
」
が
［
文
中
の
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
一
語
〕
と
連
結
す
る
と
、
そ
れ

　
ぞ
れ
の
〔
語
〕
が
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
例
え
ば
、

　
二

切
の
色
（
r
u
p
a
，
色
形
あ
一
る
も
の
）
は
無
常
で
あ
．
る
。
　
切
の
感
受
（
ぐ
？

合
日
）
は
無
常
で
あ
る
」
（
へ
＼
・
ご
一
゜
旨
㏄
〕
、
二
切
の
有
身
（
三
会
言
p
身

体
が
常
住

で

あ
る
と
i
”
’
る
）
　
ー
I
見
解
〕
に
含
ま
れ
る
諸
の
法
に
お
い
て
」
と
い



う
通
り
で
あ
る
。
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ま
た
《
法
（
（
≡
p
三
ニ
1
1
t
）
》
と
い
う
こ
の
語
は
、
教
法
（
一
ミ
ニ
，
竺
二
）
．
真

　
理
（
i
a
c
c
a
，
諦
）
・
禅
定
（
s
a
m
，
i
d
h
i
）
　
．
智
慧
（
】
）
昌
弓
）
・
自
然
（
℃
コ
百
ご
．
本

性
）
・
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
（
s
a
b
h
S
v
a
，
白
生
）
・
空
で
あ
る
こ
と
（
⑦
戸
三
コ
？

t
．
i
）
・
L
＄
　
（
P
u
三
・
二
善
）
・
罪
（
剖
」
）
巴
ご
）
・
知
ら
る
べ
き
，
も
の
（
コ
3
，
ソ
．
こ
な

　
ど
の
　
意
味
〕
に
見
ら
れ
る
。

　
　
F
こ
こ
に
比
丘
は
法
（
d
h
a
m
n
i
沿
）
を
学
び
取
る
。
経
（
三
ニ
コ
）
を
、
応
頒

　
　
（
g
e
y
y
a
）
を
ご
学
び
取
る
〕
」
（
S
三
゜
。
。
9
と
云
’
、
の
　
1
’
t
X
　
．
1
で
は
「
法
」

　
と
い
う
語
は
教
法
（
言
二
∨
己
ε
の
意
味
に
な
る
。
「
法
（
真
理
）
が
見
出

　
さ
れ
て
い
る
人
で
あ
り
、
法
（
真
理
）
が
知
ら
れ
て
い
る
人
で
あ
る
」

　
（
T
’
i
n
．
　
i
．
　
1
2
）
と
云
々
で
は
諸
の
真
理
（
°
。
駕
8
）
の
〔
意
味
と
な
る
〕
。
「
彼
等

　
世
尊
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
法
（
禅
定
）
を
行
っ
た
」
（
さ
二
凱
ご
と
云
々

　
で
は

禅
定
（
£
弓
〔
＝
l
i
，
精
神
統
一
）
の
〔
意
味
と
な
る
〕
。
「
お
よ
そ
こ
れ
ら

　
の

四

つ

の

法
が
、
猿
王
よ
、
即
ち
、
真
実
と
法
（
考
察
す
る
智
慧
）
と
施
捨

　
と
堅
固
心
「
の
四
つ
〕
が
、
あ
な
た
に
「
そ
な
わ
っ
て
い
る
〕
よ
う
に
、

　
そ
の
人
に
そ
な
わ
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
人
は
〔
u
t
　
！
i
に
打
ち
勝
つ
」
（
＼
」
°

　
2
8
0
）
と
云
々
で
は
、
智
慧
（
【
）
旨
自
）
の
［
意
味
と
な
る
〕
。
「
生
法
（
言
7

　
合
牡
ヨ
∋
ぶ
生
き
る
こ
と
）
は
…
…
死
法
（
j
a
i
，
㌣
（
夢
o
∋
∋
〔
∫
死
組
こ
ヒ
）
は
」

　
（
．
a
L
　
i
．
　
1
6
2
）
と
云
々
で
は
自
K
｛
　
（
p
a
k
a
t
i
，
本
性
）
の
「
意
味
と
な
る
〕
。

　
「
よ
き
諸
の
法
」
（
D
h
s
．
　
1
）
と
云
々
で
は
、
生
ま
れ
つ
き
の
性
質
（
竺
三
句

　

　

　

○
叩
部
経
典
、
‥
の
註
釈
『
ハ
パ
ン
チ
ぷ
、
・
ス
ー
グ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

奏
－
n
性
）
の
「
意
味
と
な
る
］
。
フ
て
し
て
な
る
ほ
ど
、
そ
の
時
に
諸
の

法
（
空
で
あ
る
こ
と
）
が
あ
る
」
（
ミ
ら
ω
三
と
云
々
で
は
、
空
で
あ
る
こ
と

（ひ
三
三
。
ご
）
の
〔
意
味
に
な
る
〕
。
「
法
（
准
い
）
が
よ
く
行
わ
れ
る
と
楽
を
，
も

た
ら
す
　
1
　
c
　
S
”
　
，
｝
◆
　
1
8
2
）
と
云
々
で
は
福
（
三
三
］
ぞ
善
）
の
〔
意
味
に
な
る
〕
。

コ
．
つ
の
不
決
定
の
法
（
。
三
喝
沿
狂
（
三
。
コ
ニ
づ
但
）
が
〔
涌
出
M
）
れ
r
Q
〕
」
　
（
I
’
i
n
．

iii
1
。
7
）
と
云
々
で
ぱ
、
罪
（
書
葺
三
の
「
意
味
と
な
る
〕
。
「
全
て
の
諸
法

は

あ
ら
ゆ
る
行
相
（
芦
2
p
）
を
も
っ
て
”
仏
陀
世
尊
の
智
の
門
（
コ
■
P
ヨ
（
T

kha
）
に

お

い
て
識
域
（
f
i
，
　
p
f
i
t
h
a
）
に
到
来
す
る
｝
へ
、
、
φ
三
一
。
。
ご
と
云
々
で
は
、

知

ら
れ
る
べ
き
も
の
（
n
e
y
v
a
）
の
「
意
味
に
な
る
〕
。

　

し
か
し
こ
こ
で
ぱ
、
こ
の
言
旨
ヨ
∋
①
と
い
う
語
一
は
「
生
ま
れ
つ
き

の

性
質
（
8
；
鋼
く
p
白
性
）
」
の
〔
音
心
味
〕
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
そ
こ

で
、
こ
れ
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
意
味
で
あ
る
。
「
即
ち
〕
、
〔
そ
れ
ら
は
各

白
に
い
自
分
の
特
相
（
l
a
k
k
h
a
づ
P
）
を
保
持
す
る
（
（
一
プ
三
8
二
）
と
い
う
の
で

法
（
・
三
ω
∋
∋
智
保
持
す
る
も
の
）
で
あ
る
。
「
S
’
本
（
n
i
u
i
a
）
」
と
い
う
語
は
す

で
に

詳
説

し
た
。
し
か
し
こ
こ
で
、
こ
の
〔
∋
三
ぶ
根
と
い
う
語
」
は

（
2
）

「
共
通
で
な
い
原
内
（
a
g
．
a
n
d
h
5
．
r
a
n
a
－
h
O
t
＝
）
」
と
い
う
〔
意
味
］
で
見
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

18

38
　
《
法
門
（
る
『
二
、
3
．
。
）
》
と
い
う
語
は
、
「
蜜
の
球
の
よ
う
な
説
「
法
」

　
　
（
I
）
a
1
’
i
y
i
｛
y
a
）
で
あ
る
、
と
、
そ
れ
を
受
持
し
な
さ
い
」
（
・
≦
r
ご
土
と
云

　
　
々
で
は
、
説
パ
法
∴
（
エ
の
切
巴
弓
）
の
〔
意
味
L
と
な
，
o
o
　
r
”
バ
ラ
モ
ン
よ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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い

い

か

ね
o
こ
れ
に
は
理
由
（
p
a
r
l
y
a
〉
、
a
）
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
山
に
よ

っ

て

私
の
こ
と
を
正
し
く
述
べ
て
言
う
で
し
、
＾
う
。
沙
門
ゴ
ー
タ
マ
は
作

業
（
ご
巳
穗
、
苦
∵
悪
の
行
為
）
は
存
在
し
な
い
と
主
張
す
る
人
で
あ
る
、
と
一

（
A
．
　
i
v
．
　
1
7
4
）
と
云
々
で
は
、
理
由
三
2
均
言
）
の
〔
意
味
に
な
る
〕
。
「
阿
難

よ
、
比
丘
尼
達
を
教
誠
す
る
の
に
、
今
日
は
一
体
誰
の
番
（
p
a
1
’
1
y
a
y
a
）
で

t
s
か
」
　
o
l
L
　
i
i
i
．
　
2
7
0
）
と
云
々
で
は
順
番
（
己
邑
の
「
意
味
と
な
る
〕
。

　
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
理
E
I
I
　
（
k
5
r
a
r
）
a
）
と
も
、
説
〔
法
〕
（
合
8
呂
）
と

も
〔
両
方
の
意
味
〕
に
な
る
。
で
あ
る
か
ら
《
↓
切
の
諸
法
の
根
本
の
法

門
〉
〉
と
い
う
こ
こ
で
は
、
二
切
の
諸
法
の
共
通
で
な
い
原
因
、
と
呼
ば

れ

る
川
山
」
と
も
、
或
い
は
、
「
＝
切
の
諸
法
の
理
由
を
説
く
こ
と
」
と

も
、
こ
の
よ
う
に
意
味
を
見
る
べ
き
で
あ
る
・
ま
た
・
そ
の
経
忠
ギ
が

ま
だ
未
了
な
の
g
v
　
（
n
e
y
y
a
t
t
h
a
t
t
a
，
疑
閲
川
を
残
し
て
い
る
の
で
）
・
唖
．
つ
の

領
域
に

わ

た
る
本
来
の
諸
法
（
欲
界
・
色
界
・
無
色
界
・
出
世
間
界
の
諸

法
全

て
）
も
が
〔
こ
こ
で
の
〕
「
全
て
の
諸
法
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
、

と
知
ら
れ
よ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
、
出
世
間
界
を
除
い
た
〕
有
身
（
旨
・

三
3
，
P
常
住
論
）
に
陥
る
三
つ
の
領
域
（
煩
悩
に
支
配
さ
れ
る
領
域
）
に
わ
た

る
諸
法
だ
け
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
こ

で
の
意
趣
で
あ
る
、
と
。

3
9
〔
1
5
〕
　
《
君
達
に
（
§
）
》
と
い
う
こ
の
「
＜
o
」
と
い
う
語
は
、
各
n
（
言
R
p
二
P

　
お
互

い
）
、
対
格
（
已
勺
3
δ
の
P
ミ
し
’
　
S
i
　
c
e
　
（
k
a
r
a
；
i
a
，
　
i
n
s
t
r
．
）
’
　
X
5
格
（
臣
コ
吉

pa
da
n

a
，
　
d
a
t
．
）
、
所
有
格
（
品
日
7
♂
、
沿
8
コ
タ
ざ
こ
こ
、
語
句
を
’
f
i
め
る
（
p
a
d
a
－

言
叶
昌
p
）
一
不
変
化
詞
〃
の
「
意
味
］
に
見
ら
K
る
。

　

「
と
こ
ろ
で
ア
ヌ
ル
；
グ
よ
。
君
達
は
（
お
互
い
に
）
和
合
し
相
吾
ん

で

い

ま
す
か
」
（
ン
、
°
二
8
ご
と
云
々
で
に
Z
。
ほ
〕
「
お
互
い
（
各
自
）
」

の

〔意
味
〕
に
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
比
丘
達
よ
。
行
き
な
さ
い
。

私
は
君
達
k
w
　
（
v
o
）
l
！
ら
せ
る
」
（
ミ
ニ
・
ロ
ご
と
云
々
で
は
、
対
格
（
君
達

を
）
の
－
意
味
〕
に
〔
見
ら
れ
る
〕
。
「
君
達
は
私
の
前
に
い
る
べ
き
で
は

な
い
（
私
の
も
と
で
は
日
達
に
よ
っ
て
住
ま
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
）
」
3
＼

r
参
ご
と
云
々
で
は
、
作
格
（
君
達
に
よ
っ
て
）
の
〔
意
味
〕
に
見
ら
れ

“Q
o　
r
比
丘
達
よ
、
私
は
君
達
に
森
林
の
法
門
を
示
そ
う
」
　
ジ
＼
［
°
1
0
4
）

と
云
々
で
は
、
与
1
5
（
君
達
に
）
の
「
意
味
に
見
ら
れ
る
〕
。
「
舎
利
弗
よ
。

君
達
の
全
て
の
た
め
に
淳
く
説
か
れ
た
の
！
k
J
t
l
　
（
，
I
L
　
i
．
　
2
1
9
）
と
云
ぐ
で
は

所
有
格
（
君
達
の
）
の
〔
意
味
に
見
ら
れ
る
〕
。
「
な
ぜ
な
ら
ば
、
お
よ
そ

そ
の
人
が
ま
さ
に
？
、
・
）
聖
者
で
あ
り
、
き
わ
め
て
浄
ら
か
な
身
の
所
作
を

す
る
の
で
」
（
ミ
一
二
ご
と
云
方
、
で
は
、
語
句
を
う
め
る
だ
け
の
〔
不
変
化

詞
〕
と
、
見
ら
れ
る
〕
。
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
t
J
の
　
（
v
o
と
い
う
語
〕

は
与
格
（
川
達
に
）
と
見
ら
れ
よ
う
。

　

《
比

丘
達
よ
⌒
9
ミ
さ
ミ
ー
こ
》
と
は
、
同
意
し
て
目
の
前
に
い
る
者
達
に

再
び
呼
び
か
け
る
。

　

《
私

は
一
小
そ
・
り
（
ミ
ξ
次
c
i
m
i
J
》
と
ぱ
、
説
’
法
〕
す
る
こ
と
を
自
ら
公

布

し
た
o
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
〔
即
ち
〕
「
比
丘
迂
よ
。
全
て
の
諸
法
の



根
本
原
因
（
m
　
（
1
一
ρ
ー
六
新
「
a
n
P
）
を
君
達
に
私
は
示
そ
う
」
と
。
第
二
の
意
趣

と
し
て
、
「
原
因
に
つ
い
て
の
説
［
法
〕
（
k
抽
一
，
算
二
ρ
ー
亀
O
O
P
口
帥
）
を
君
達
に
私

は

示
そ
う
」
と
、

　
4
0
〔
．
1
。
〕
　
《
”
て
れ
を
聞
き
な
さ
い
（
き
、
n
　
s
i
t
t
i
c
l
t
h
a
）
》
と
は
、
そ
の
意
味
、
そ

　
　
の

原
因
、
そ
の
説
〔
法
L
が
私
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
の
を
君
達
は
聞
き

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ニ
ら

　
　
な
さ
い
。
《
よ
く
意
を
注
ぎ
な
さ
い
（
防
ミ
ざ
合
§
こ
n
a
n
a
s
i
k
a
r
o
t
l
t
a
）
〉
〉
と
い

　
　
う
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
こ
の
「
よ
く
（
ゾ
剖
巳
ゴ
已
k
a
n
i
）
」
は
一
；
－
6
く
（
s
a
d
h
u
）
」

　
　
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
よ
く
（
∪
・
邑
］
ξ
）
」
と
い
う
語
は
’
お

　
　
願
い

（a
l
，
a
c
l
，
　
n
a
）
、
同
意
（
ω
p
o
昌
〇
一
〔
。
合
ロ
コ
p
）
、
喜
’
b
　
（
s
a
m
p
a
h
a
r
p
s
a
n
a
）
、

　
　
す
ば
ら
し
い
（
s
u
n
d
a
r
a
）
、
強
固
な
行
い
（
合
二
」
二
6
∋
ヨ
p
）
な
ど
の
〔
意
味
〕

　
　
に

見
ら
れ
る
。

　
　
　

「
ど
う
ぞ
（
°
。
抽
＾
二
三
尊
師
様
、
世
尊
は
私
に
簡
略
に
法
を
説
い
て
下
さ

　
　

い
」
あ
一
三
ω
ご
と
云
々
で
は
「
お
願
い
」
の
〔
意
味
〕
に
見
ら
れ
る
。

　
　

「
そ
う
で
す
（
巴
き
乙
尊
師
様
。
と
、
な
る
ほ
ど
彼
等
比
丘
達
は
世
尊
が

19

　
述
べ
た
こ
と
に
大
歓
喜
し
て
、
随
喜
し
て
」
（
c
f
．
　
j
・
L
　
i
i
i
．
一
ご
9
三
゜
1
0
0
）

　
　

と
云
友
で
は
同
意
の
〔
意
味
〕
に
〔
見
ら
れ
る
〕
。

　
　
　

r法
を
喜
ぶ
王
は
す
ば
ら
し
い
（
s
a
d
h
u
）
o
智
慧
あ
る
人
は
す
ば
ら
し
い
o

　
　
　
友

達
を
い
つ
わ
ら
な
い
人
は
す
ば
ら
し
い
。
悪
を
行
わ
な
い
こ
と
は
安

　
　
　
楽
で
あ
る
」
U
’
ぐ
゜
2
2
2
）

　
　
な
ど
の
〔
文
一
で
は
、
「
す
ば
ら
し
い
」
の
［
意
味
〕
に
〔
見
ら
れ
る
〕
。

　

　

　

　
　
r
中
部
経
典
］
の
註
釈
『
ハ
パ
ン
チ
ャ
・
ス
－
グ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

「
そ
れ
で
は
バ
ラ
モ
ン
よ
、
し
っ
か
り
と
（
鶏
合
三
p
3
）
聞
き
な
さ
い
」

（
D
．
　
i
．
　
1
2
．
t
）
と
云
み
・
で
は
、
同
じ
「
よ
く
（
°
。
翻
穿
三
吟
p
）
」
と
い
う
語
が
「
強

固
な
行
い
」
の
〔
意
味
」
に
〔
見
ら
れ
る
〕
。
「
命
令
（
昌
9
ε
」
の
〔
意

味
〕
に
〔
見
ら
れ
る
〕
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
〔
本
文
〕
で
も
こ
の
〔
。
・
甲

dh
u
ka
と
い
う
．
硫
一
は
、
こ
の
〔
例
文
」
と
同
じ
く
「
強
固
な
行
い
」

と
「
命
令
」
と
に
意
味
が
知
ら
れ
よ
う
。
「
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
で

も
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
し
っ
か
り
と
行
う
」
と
い
う
意
味
に
よ
っ
て
、

r
し
っ
か
り
と
こ
の
法
を
聞
き
な
さ
い
。
よ
く
把
握
さ
れ
た
も
の
を
捕
え

つ

つ
」

〔
と
な
る
〕
。
命
令
の
意
味
に
よ
っ
て
、
「
私
の
命
令
に
よ
っ
て
〔
君

達
は
〕
聞
き
な
さ
い
」
〔
と
な
る
〕
。
「
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
に
よ

っ

て
、
「
こ
の
す
ば
ら
し
い
　
（
b
h
a
d
c
l
a
k
a
，
吉
祥
の
）
法
を
聞
き
な
さ
い
」

と
’
こ
の
よ
う
に
〔
意
味
I
．
　
’
］
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

　

《
意
を
注
ぎ
な
さ
い
O
n
§
n
a
s
i
－
h
a
　
r
o
t
h
a
）
　
〉
／
と
は
、
〔
意
を
〕
向
け
な
さ

い

（日
、
a
j
j
a
t
h
a
）
。
注
意
（
思
念
）
し
な
さ
い
（
⑮
。
∋
昌
忌
ゴ
ρ
日
二
〉
ρ
）
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
心
を
散
乱
さ
せ
な
い
で
傾
聴
し
な
さ
い
、
心
に
込
め
な
さ

C
．
　
（
c
i
t
t
e
　
k
a
r
o
t
h
a
）
と
い
う
意
趣
で
あ
る
。

41

　
今
度
は
、
こ
こ
で
《
そ
れ
を
聞
き
な
さ
い
（
ミ
ミ
⑳
ミ
昏
言
）
》
と
い
う
こ

　
れ

は
、
聴
覚
の
散
乱
を
防
ぐ
の
で
あ
る
。
《
よ
く
意
を
注
ぎ
な
さ
い
》
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ニ
ろ

　
は
、
注
意
を
．
強
固
に
行
う
よ
う
に
促
し
て
、
意
の
感
覚
の
散
乱
を
防
ぐ
。

　
ま
た
こ
こ
で
、
最
初
に
文
句
を
顛
倒
し
て
受
け
取
る
こ
と
を
防
ぎ
、
次
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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意
味
を
顯
倒
し
て
受
け
取
る
こ
と
を
防
ぐ
。
ま
た
最
初
に
聞
法
を
促
し
、

次
に

聞
い
た
諸
法
を
受
持
し
考
察
す
る
こ
と
な
ど
を
促
す
。
ま
た
最
初
の

〔語
〕
に
よ
っ
て
、
こ
の
法
は
文
句
を
そ
な
え
て
い
る
（
8
σ
苫
三
彗
ρ
）
の

だ

か

ら
、
聞
く
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
後
の
〔
語
〕

に

よ
っ
て
、
「
こ
の
法
は
〕
意
味
を
そ
な
え
て
い
る
の
だ
か
ら
注
意
し
な

さ
い
、
と
い
う
こ
と
を
〔
明
ら
か
に
す
る
〕
。
或
い
は
、
「
よ
く
」
と
い
う

語
を
両
方
の
語
（
s
u
n
E
’
i
t
h
a
．
，
　
n
i
a
n
a
s
i
k
a
r
o
t
h
a
，
）
に
結
び
つ
け
て
、
こ
の
法

は

法
が
深

く
、
ま
た
示
す
と
こ
ろ
が
深
い
の
だ
か
ら
、
よ
く
聞
き
な
さ
い
。

〔
ま
た
こ
の
法
は
〕
意
味
が
深
く
、
ま
た
洞
察
が
深
い
の
だ
か
ら
、
よ
く

注
意

し
な
さ
い
、
と
こ
の
よ
う
に
文
脈
（
y
o
］
．
1
1
1
a
）
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
4
2
〔
1
6
〕
　
《
私
は
述
べ
よ
う
（
三
旨
u
・
一
臣
助
】
三
）
》
と
は
、
私
は
説
示
し
よ
う
。
《
そ

　
　
れ

を
聞
き
な
さ
い
言
ミ
竺
ぎ
合
8
》
と
は
、
こ
こ
で
自
ら
公
布
す
る
説
示

　
　
を
私
は
簡
略
に
だ
け
説
く
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
ね
、
詳
細
に

　
　
も
私
は
そ
れ
を
述
べ
よ
う
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

　
　
こ
の
語
句
は
簡
略
な
も
の
と
詳
細
な
も
の
を
言
い
表
わ
す
’
｝
P
　
Q
　
（
v
．
i
c
a
k
a
）

　
　
だ
か

ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、

20

　
　

「
略

し
て
も
説
き
、
詳
し
く
も
述
べ
る
。

　
　
　
九
官
鳥
の
よ
う
に
音
を
響
か
せ
て
、
は
っ
き
り
と
述
べ
た
」
（
ρ
一
二
〇
C
）

　
　
と
い
う
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
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こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
、
「
聞
こ
う
と
い
う
〕
気
力
を
起
こ
し
て
《
は
い
、

　
尊
師
様
。
と
、
な
る
ほ
ど
彼
等
比
丘
達
は
世
尊
に
う
な
ず
い
た
（
へ
§
ミ

　
S
言
ミ
こ
↑
§
。
芯
ミ
9
ざ
こ
W
言
■
e
ミ
。
、
ミ
ひ
完
§
三
ミ
）
》
。
彼
等
は
そ
ろ
っ
て

　
う
な
ず
い
た
、
受
け
取
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼

　
等
に
対
し
て
世
尊
は
こ
う
言
っ
た
。
こ
れ
は
今
述
べ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

　
＜＜

こ
こ
に
、
比
丘
達
“
L
6
　
（
i
d
h
a
　
b
h
i
k
k
h
a
v
e
）
　
〉
〉
云
々
と
全
て
の
経
を
述
べ

　
た
。

4
4
〔
1
9
〕
　
そ
こ
で
《
こ
こ
に
（
一
・
芸
牡
）
》
と
は
、
場
所
を
示
す
不
変
化
詞
で
あ

　

る
。
そ
れ
は
或
る
場
合
に
は
世
間
に
関
し
て
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
こ
こ

　
に
、
如
来
は
世
間
に
出
現
さ
れ
る
」
（
・
≦
ニ
ベ
o
）
と
。
或
る
場
合
に
は
教

　
，
b
〈
　
（
s
，
i
s
a
n
a
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
こ
こ
に
だ
け
、
比
丘
達
よ
、
沙
門
が

　
い

る
。
こ
こ
に
0
6
二
の
沙
門
が
い
る
」
（
］
二
二
5
。
。
）
と
言
う
通
り
で
あ
る
。

　
或
る
場
合
に
は
場
所
（
。
言
ω
P
空
間
）
で
あ
る
。
例
え
ば

　
　

r
こ
こ
に
だ
け
と
ど
ま
っ
て
神
と
な
っ
て
い
る
私
の
、

　
　
再

度
の
寿
命
が
私
に
得
ら
れ
た
、
と
、
こ
の
よ
う
に
知
っ
て
下
さ
い
。

　
　
我
が
師
よ
」
β
三
に
㏄
ご
と
。

　
或
る
時
は
、
語
句
一
、
の
す
き
間
〕
を
埋
め
る
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

例
え
ば
、
r
こ
こ
に
私
が
、
比
丘
達
よ
、
食
事
p
t
　
［
／
1
杯
〕
食
べ
て
満
足

　
し
て
い
る
と
し
よ
う
」
二
、
二
゜
］
P
）
と
言
う
通
り
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
は
し

　
か

し
、
世
間
に
関
し
て
言
わ
れ
て
い
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
。
《
比
丘
達
よ



（b
h
i
l
t
k
h
a
v
e
）
》
と
は
、
白
ら
公
言
し
た
通
り
に
説
〔
法
〕
を
行
う
た
め
に

再

び
比
丘
達
に
呼
び
か
け
る
。
三
，
度
に
わ
た
る
け
れ
ど
も
、
比
丘
達
よ
、

こ
の
世
間
に
一
と
．
．
一
．
口
わ
れ
て
い
る
。

4
5
〔
1
9
一
《
聞
か
な
い
で
凡
夫
は
（
ξ
い
ミ
ニ
や
、
ミ
、
t
u
i
i
a
n
o
）
》
と
い
う
こ
こ
で

　

は
、
し
か
し
、
一
邪
し
ま
な
思
惟
を
遮
止
す
る
も
の
、
正
し
い
判
断
力
〕

　
の

到
来
と
〔
修
行
に
よ
る
〕
証
得
が
な
い
の
で
、
（
ま
だ
」
導
か
れ
る
べ
き

　
者
（
I
l
e
N
〉
，
ε
、
ぷ
聞
の
者
（
p
ジ
⊆
富
v
a
r
］
t
）
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
な

　
ぜ

な
ら
ば
、
そ
の
者
に
は
纏
（
k
h
a
n
d
h
a
）
・
界
（
（
；
己
二
）
・
処
（
3
．
葺
竺
①
）
・

　
縁
（
℃
P
つ
（
．
O
∨
，
二
）
・
相
（
穿
2
襲
）
・
念
処
（
巴
ご
吐
9
一
三
日
p
）
な
ど
に
関
す
る
学

　
習
・
質
問
・
決
定
が
無
い
の
で
、
「
邪
し
ま
な
〕
思
惟
（
1
］
1
　
．
l
　
l
］
　
1
1
　
a
　
l
l
　
a
．
）
を
遮

　
止

す
る
も
の
が
ま
だ
到
来
し
な
い
者
で
あ
り
、
実
践
修
行
（
p
a
1
i
p
p
t
t
i
）
に

　

よ
っ
て
証
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
ま
だ
証
得
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
ま
だ

　
証
得
者
で
は
な
い
．
で
あ
る
か
ら
’
そ
の
者
は
．
邪
思
惟
を
遮
止
す
る
も

　
の

の
）
到
来
と
〔
修
行
に
よ
る
〕
証
得
が
な
い
の
で
、
　
［
ま
だ
」
導
か
れ
る

　
べ
き
者
で
あ
り
、
未
聞
の
者
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
の
者
は
、

　
　

r沢
山
に
「
煩
、
悩
を
〕
生
ず
る
、
な
ど
の
理
由
で
凡
夫
（
p
u
t
h
u
j
j
a
n
a
）

　

　
で
あ
る
。

　
　

［或

い

は
｝
凡
夫
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
、
或
い
は
多
く
こ
の

　
　
老
は
一
聖
人
か
ら
離
れ
た
］
人
と
い
う
の
で
C
凡
夫
で
あ
る
〕
」

　
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
種
々
の
煩
悩
が
生
ず
る
（
j
a
n
l
．
　
n
a
）
な
ど
の
理
由

　
　
　
　
．
．
中
部
経
典
．
の
註
釈
　
、
ハ
パ
ン
チ
ャ
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
い
の
和
訳
（
及
川
）

21

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に

よ
っ
て
も
凡
夫
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
多
く
（
p
u
t
h
u
）
煩
悩

を
生
み
出
す
、
と
い
う
の
“
’
凡
K
，
　
（
p
u
t
h
u
j
j
a
n
a
）
で
あ
る
。
多
く
有
身
見

（三
三
3
・
。
三
t
l
h
i
，
常
住
論
）
が
打
ち
破
ら
れ
な
い
で
い
る
、
と
い
う
の
で

凡
夫
で

あ
る
。
多
く
師
達
の
顔
を
う
か
が
う
者
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
凡

夫
で
あ
る
。
多
．
く
全
て
の
「
悪
い
〕
行
き
場
所
（
σ
。
p
三
悪
趣
）
か
ら
抜
け

出
な
い
で
い
る
’
と
い
う
の
で
凡
夫
で
あ
る
。
多
く
種
々
の
概
念
（
。
三
子

g．　

a

h
　
k
h
f
i
　
r
a
　
，
為
作
）
を
作
り
川
す
、
と
い
う
の
で
凡
夫
で
あ
る
。
多
．
く
種

だ
の
暴
流
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
〔
と
い
う
の
で
凡
夫
で
あ
る
〕
。
多
く
諸

の

熱
悩
に
よ
っ
て
熱
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
の
で
凡
夫
で
あ
る
。
多
く
種
々

の

焦
熱
に

よ
っ
て
焼
か
れ
る
、
と
い
う
の
で
凡
夫
で
あ
る
。
多
く
五
つ
の

欲
楽
（
］
｛
：
i
m
a
－
g
三
5
）
に
染
ま
り
、
貧
り
求
め
、
結
ば
れ
、
夢
中
に
な
り
、

ふ

け
り
、
ひ
っ
か
か
り
、
付
着
し
執
著
す
る
、
と
い
う
の
で
凡
夫
で
あ
る
。

多
く
κ
蓋
の
煩
悩
・
，
五
り
・
怒
ー
リ
・
無
知
蒙
昧
・
躁
う
つ
・
疑
い
）
に
覆
わ
れ
、

包
ま
れ
、
妨
げ
ら
れ
、
閉
じ
込
め
ら
れ
、
覆
わ
れ
被
わ
れ
て
い
る
、
と
い

う
の
で
凡
上
、
で
あ
る
」
ジ
，
心
」
」
5
と
。

　
或

い

は
、
計
算
の
道
（
σ
q
p
「
≦
コ
牡
－
言
t
h
a
）
を
越
え
た
聖
な
る
法
に
顔
を
そ

む
け
る
多
く
の
人
々
の
、
劣
っ
た
法
を
実
践
す
る
〔
多
く
の
〕
人
々
の
中

に

入

り
込
む
の
で
も
凡
夫
で
あ
る
。
或
い
は
、
多
く
こ
の
者
は
た
だ
各
個

に

名
を
呼
ば
れ
る
者
で
あ
り
（
v
i
s
u
l
p
　
y
e
v
a
　
s
a
f
i
k
h
a
r
p
　
g
a
t
o
）
、
戒
∴
字

識
（
聞
）
な
ど
の
徳
を
そ
な
え
た
聖
人
達
か
ら
離
れ
た
人
で
あ
る
、
と
い

う
の
で
も
凡
夫
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
「
聞
か
な
い
者
」
と
「
凡
夫
」
と
い
う
1
1
語
を

　

も
っ
て
、
お
よ
そ
彼
等
は

　
　

r
二
つ
の

凡
夫

が
世
尊
に
よ
っ
て
、
日
種
族
の
方
　
（
t
U
X
d
i
c
c
a
－
b
a
n
d
h
u
）

　
　
に

よ
っ
て
説
か
れ
た
。

　
　
一
人
は
亡
1
1
日
の
凡
夫
で
あ
り
、
一
人
は
善
良
な
凡
夫
で
あ
る
」
と
、

　
二
種
の
凡
夫
が
説
か
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
う
ち
で
盲
目
（
ρ
1
）
d
h
c
l
，
暗
愚
）

　
の

凡
夫

が

「
こ
こ
で
」
言
わ
れ
て
い
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
。

口
〔
1
，
］
　
《
聖
な
る
人
々
を
見
な
い
ヘ
ミ
合
↑
ミ
ミ
ミ
へ
・
ξ
◎
ミ
三
》
と
云
々
で
、

　
　
（
2
4
）

　

F聖．

な
る
人
々
（
a
l
，
I
X
、
a
）
」
と
は
、
諸
煩
悩
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
ろ
の
で

　
（
鏑
】
，
曽
7
P
声
「
助
）
、
悪
道
で
行
動
し
な
い
の
F
’
　
（
a
n
a
）
，
’
e
　
n
a
i
r
i
y
a
n
a
t
o
）
、
善
道

　
で
行
動
す
る
の
で
、
ま
た
、
神
を
含
む
世
間
　
［
’
の
人
々
口
に
よ
っ
て
近
づ

　
か

れ

る
べ
き
（
a
］
’
．
f
t
l
］
l
y
a
）
な
の
で
、
諸
仏
と
諸
の
辟
支
仏
と
諸
の
仏
の
声

　
聞
弟
子
と
が
一
，
聖
な
る
人
“
’
と
」
二
言
わ
れ
る
．
．
或
い
は
、
こ
こ
で
は
諸
仏

　
だ

け
が
聖
人
で
あ
る
。
．
例
え
ば
「
比
丘
達
よ
。
神
を
含
む
世
界
で
乃

　
至ー
如
来
（
9
二
ふ
陀
9
）
が
聖
人
と
言
わ
れ
る
」
へ
M
く
゜
・
口
三
と
言
う
通

　
り
で
あ
る
。

　
　
《
涼
い
き
人
ρ
、
（
ψ
p
H
弓
z
ユ
8
）
》
と
い
う
こ
こ
で
は
し
か
し
、
脂
支
仏
達
と

　
如
来
の
声
聞
．
弟
子
達
が
「
善
き
人
々
」
で
あ
る
と
知
ら
れ
よ
う
。
な
ぜ
な

　
ら
ば
、
彼
等
は
出
世
間
の
徳
に
結
ば
れ
て
輝
く
人
　
－
t
t
　
（
s
o
b
h
a
n
a
－
p
u
r
i
s
i
L
）

　
で

あ
る
、
と
い
う
の
で
「
善
き
人
々
」
で
あ
る
か
ら
。
或
い
は
全
て
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

ら
二
種
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
諸
仏
も
聖
人
で
あ
り
、

善
き
人
で
あ
り
、
辟
支
仏
達
・
仏
の
声
聞
弟
子
達
も
ま
た
〔
聖
人
で
あ
り
、

善
き
人
で
あ
る
の
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

　

「
お

よ
そ
そ
の
人
が
恩
を
知
り
、
恩
に
感
じ
る
賢
者
で
あ
り
、

　
善
良
な
友
で
あ
り
、
ま
た
堅
い
誠
信
の
人
で
あ
り
、

　
苦

し
む
人
に
対
し
て
丁
寧
に
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
な
ら
ば
、

　
そ
の
よ
う
な
人
を
f
：
，
1
：
き
人
と
言
う
」
「
＼
＜
“
1
．
1
6
）

と
言
う
通
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
善
良
な
友
で
あ
り
、
ま
た
堅
い

誠
信
の
人
で
あ
る
」
と
い
う
こ
こ
ま
で
で
、
仏
の
声
聞
弟
子
を
言
い
、
「
恩

を
知
る
人
」
な
ど
で
肚
芝
仏
・
諸
仏
を
言
う
か
ら
で
あ
る
、
と
。
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今
度
は
’
　
K
．
？
よ
そ
そ
の
人
が
彼
等
聖
人
達
を
見
る
（
会
う
）
習
慣
が
な

　
く
、
ま
た
見
る
（
会
う
）
こ
と
を
ほ
め
（
喜
ば
）
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
者

　
は
《
聖
者
達
を
／
1
な
い
者
（
ミ
蔓
§
ミ
ミ
、
§
旨
・
言
＼
》
で
あ
る
と
知
ら
れ
よ

　
う
。
ま
た
そ
の
者
は
、
眼
を
も
っ
て
見
ず
、
智
慧
を
も
っ
て
見
な
い
、
と

　
い

う
の
で
一
、
種
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
、
智
慧
を
も
っ
て
見
な
い
者
が
こ

　
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
肉
眼
を
も
っ
て
、
或
い
は
天
眼
を

　
も
っ
て
聖
者
達
を
見
て
も
、
〔
そ
れ
は
」
全
く
見
た
こ
と
に
な
ら
な
い
か

　
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
眼
が
色
だ
け
を
捕
，
s
c
　
（
v
a
i
v
．
i
a
－
m
a
t
t
a
－
g
a
h
a
r
p
a
）
、

　
聖
者
で
あ
る
こ
と
を
「
視
覚
の
〕
対
象
と
し
x
K
い
　
（
n
a
　
a
r
i
y
a
－
b
h
E
－
i
v
a
－

　
σ
o
c
a
r
a
）
か
ら
で
あ
る
。
犬
・
ジ
ャ
ソ
カ
ル
な
ど
で
さ
え
も
限
で
聖
者
達



を
見
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
聖
者
達
を
見
る
者
で
は
な
い
。
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そ
こ
で
こ
う
い
う
事
が
あ
る
。
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
チ
ッ
タ
ラ
山

　
　

〔
寺
」
に
住
む
、
漏
（
煩
悩
）
の
尽
き
た
上
座
に
仕
え
て
い
る
男
が
、
年

　
　

を
と
っ
て
か
ら
出
家
し
て
、
或
る
日
、
上
座
と
共
に
托
鉢
に
歩
い
て
、
上

　
　
座

の

鉢
と
衣
を
持
っ
て
後
か
ら
や
っ
て
来
つ
つ
上
座
に
尋
ね
た
。
「
尊
師

　
　
様
。
聖
者
達
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
方
々
な
の
で
す
か
」
と
。
上
座
は
言

　
　
っ
た
。
「
こ
こ
に
、
あ
る
年
寄
り
は
聖
者
達
の
鉢
と
衣
を
持
っ
て
、
務
め

　
　
を
し
て
、
一
緒
に
歩
い
て
い
て
も
、
決
し
て
聖
者
達
を
知
ら
な
い
。
こ
の

　
　

よ
う
に
、
友
よ
、
聖
者
達
は
知
り
難
い
の
だ
よ
」
と
。
こ
の
よ
う
に
言
わ

　
　
れ

て

も
、
彼
（
お
伴
の
老
僧
）
は
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

50

　
で

あ
る
か
ら
、
眼
（
〔
己
（
宮
三
を
も
っ
て
見
る
こ
と
が
「
見
る
こ
と

　
（
d
a
s
s
a
n
a
）
　
J
な
の
で
は
な
い
。
智
慧
（
コ
翻
言
）
を
も
っ
て
見
る
こ
と
だ
け

　
が

「
見
る
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
r
ヴ
I
K
ヅ
カ
リ
よ
。
君
が
こ
の

　
臭
い
身
体
を
見
た
と
て
何
に
な
る
の
だ
。
い
い
か
ね
、
ヴ
ァ
ヅ
カ
リ
よ
。

　
そ
の
人
が
〔
私
の
〕
法
（
c
l
h
a
n
i
i
n
a
）
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
私
を
見

　

る
の
だ
よ
」
（
㊤
三
二
心
O
）
と
言
う
通
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
た
と
え
眼
を
も

　
っ
て
見
て
い
て
も
、
智
慧
を
も
っ
て
、
聖
者
達
が
見
た
無
常
な
ど
の
相
を

　
見

な
い
の
で
、
ま
た
聖
者
が
証
得
し
た
法
を
証
得
し
な
い
の
で
、
ま
た
聖

　
な
る
も
の
を
作
る
諸
法
と
、
聖
者
で
あ
る
こ
と
が
見
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

　
　
　
　
r
中
部
経
典
』
の
註
釈
『
．
ハ
パ
ン
チ
ャ
・
ス
ー
ダ
ニ
」
一
の
和
訳
（
及
川
）

《
聖
者
達

を
見
な
い
者
で
あ
る
》
と
知
ら
れ
よ
う
。

　
　
ゆ

5
1
〔
1
1
」
　
《
聖
者
の
法
に
熟
達
し
て
　
C
　
x
f
’
S
い
　
（
a
r
i
y
a
－
d
h
a
i
m
n
a
s
s
a
　
a
h
o
v
i
d
a
）
》

　
と
は
、
念
処
（
s
a
t
i
－
l
）
a
1
；
a
n
a
）
な
ど
の
類
の
聖
者
の
法
に
練
達
し
て
い
な

　
い
。
《
聖
者
の
法
に
導
“
，
　
れ
“
S
　
C
．
　
（
a
r
i
y
a
－
d
h
a
§
m
e
　
a
v
i
n
i
t
a
）
〉
〉
と
い
う
こ

　
こ
で
は
、
し
か
し
、

　
　

r導
く
－
l
p
の
　
（
v
i
n
a
y
a
，
律
、
調
伏
）
と
は
二
種
で
あ
り
、
そ
の
各
々

　
　
に

こ
こ
で
五
種
の
「
調
伏
が
〕
あ
る
。

　
　
そ
れ
が
な
い
の
で
、
こ
の
者
は
〈
導
か
れ
な
い
者
（
祭
己
…
p
）
〉
と
言
わ

　
　
れ
る
」

（2
5
）

　
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
防
護
律
（
・
・
辞
ヨ
ぐ
a
r
a
－
ぐ
i
n
a
y
a
）
、
捨
断
律
（
ロ
昌
雪
P

　
v
i
n
a
y
a
．
）
と
い
う
二
種
の
律
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
二

　
種
の
律
と
も
、
各
々
の
律
は
五
種
に
分
け
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
防
護

　
律
も
戒
に
よ
る
防
護
（
s
i
l
a
－
s
a
ゴ
n
ヂ
a
r
a
）
、
念
に
よ
る
防
護
（
ω
葺
［
φ
）
、
智
に

　
よ
る
防
護
（
n
知
l
l
a
－
s
．
）
、
忍
耐
に
よ
る
防
護
（
三
〉
祭
三
一
壷
）
、
精
進
に
よ
る
防

　
護
（
三
「
身
P
乙
と
い
う
五
種
で
あ
る
。

　
　
（
2
）

　
　
捨
断
律
も
、
彼
分
捨
断
（
t
a
d
a
f
i
g
a
－
p
p
a
h
E
n
a
）
、
鎮
t
K
f
3
P
v
a
　
（
v
i
k
k
h
a
m
－

　
b
h
a
n
a
－
p
．
）
、
正
断
捨
断
（
s
i
．
　
m
u
c
c
h
e
d
a
－
p
．
）
、
止
息
捨
断
（
｝
）
p
二
零
ω
゜
。
邑
合
7

　
P
・
）
、
出
離
捨
断
（
三
鴇
巴
，
c
l
　
l
］
　
a
，
ワ
）
と
い
う
五
種
で
あ
る
。
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そ
こ
で
、
「
こ
の
波
羅
E
3
1
木
P
〉
〈
　
（
p
a
t
i
m
o
k
l
｛
h
a
，
戒
条
）
に
よ
る
防
護
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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そ
な
え
具
備
し
て
い
“
（
）
」
　
（
I
i
b
h
．
　
2
4
6
）
と
い
う
、
こ
れ
が
「
戒
に
よ
る
防

護
」
で
あ
る
。
「
眼
根
（
8
痴
巨
え
目
ご
P
視
覚
）
を
護
り
、
眼
根
の
防
護

に

い
た
る
」
（
T
／
b
l
t
．
　
2
4
8
）
と
い
う
、
こ
れ
が
「
念
（
記
憶
）
に
よ
る
防
護
」

で
あ
る
。

　

r世
間
に

は
〔
煩
悩
の
〕
流
れ
が
あ
る
が
、
ア
ジ
タ
よ
」

　
と
世
尊
は
〔
言
っ
た
。
〕

　

「
思
念

（
塁
三
が
そ
れ
ら
〔
煩
悩
の
流
れ
〕
を
防
止
す
る
。

　

〔煩
悩

の
〕
流
れ
の
防
護
を
私
は
説
こ
う
。

　
智
慧
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
は
閉
ざ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
S
n
．
　
1
0
3
5
）

と
い
う
’
こ
れ
が
「
智
に
よ
る
防
護
」
で
あ
る
。
「
寒
さ
暑
さ
に
耐
え
忍

ん

で
い

る
」
？
s
r
］
O
）
と
い
う
こ
れ
が
「
忍
耐
に
よ
る
防
護
」
で
あ
る
。

「
生
起

し
た
欲
望
の
思
い
を
住
ま
わ
せ
ず
、
捨
て
る
」
（
ミ
」
“
1
1
）
と
い

う
、
こ
れ
が
「
精
進
に
よ
る
防
護
」
で
あ
る
。
そ
し
て
全
て
も
の
こ
の
防

護

は
、
各
自
に
防
護
し
ま
た
調
伏
せ
ね
ば
な
ら
な
い
身
の
悪
L
t
　
（
k
a
y
a
－

du
c
c
a
ri

t
a
）
な
ど
を
防
護
す
る
の
で
「
防
護
（
°
・
ρ
日
ぐ
p
邑
」
と
〔
言
わ
れ
］
、

律
す
る
（
調
伏
す
る
）
の
で
「
（
e
r
　
（
v
i
l
l
a
y
a
，
調
伏
）
」
と
言
わ
れ
る
。
こ

の

よ
う
に
、
ま
ず
防
護
律
は
五
種
に
分
け
ら
れ
て
い
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
。
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同
様
に
、
お
よ
そ
名
色
（
畠
ヨ
P
日
零
．
名
前
・
色
・
形
あ
る
も
の
）
を
区
分

　
す
る
な
ど
し
て
観
察
し
て
知
る
場
合
に
、
反
対
の
．
P
　
（
｝
　
（
p
a
t
i
p
a
k
k
h
a
）
が

存
在
す
る
の
だ
か
ら
、
燈
火
の
光
に
よ
っ
て
闇
黒
が
〔
捨
断
さ
れ
る
〕
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
察
智
を
も
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〔
観
察
し
た
〕
支

7
k
R
　
（
a
f
］
g
a
，
部
分
）
を
捨
断
す
る
。
例
え
ば
、
名
色
を
分
析
す
る
（
≦
ξ
？

吟
忌
S
）
こ
と
に
よ
っ
て
有
身
見
（
ω
呉
江
苫
－
合
合
一
）
を
〔
捨
断
す
る
〕
。
因

縁
を
把
握
す
る
こ
と
（
p
a
c
c
a
y
a
－
p
a
T
i
g
g
a
h
a
）
に
よ
っ
て
、
〔
も
の
の
生
起

に
〕
原
因
が
な
い
（
a
h
e
t
u
）
と
か
、
不
正
な
原
因
（
ぐ
i
s
a
m
a
－
h
e
t
u
）
に
よ
る

見
解
を
〔
捨
断
す
る
〕
。
〔
身
心
を
〕
集
合
体
と
し
て
思
念
す
る
こ
と
（
口
亨

p
a
－
s
a
m
m
a
s
a
n
a
）
に
よ
っ
て
、
「
私
は
、
私
の
も
の
」
と
い
う
執
見
（
σ
q
昌
ρ
）

を
〔
捨
断
す
る
〕
。
道
と
非
道
と
を
分
析
決
定
し
て
、
非
道
を
ば
道
で
あ

る
と
思
い
こ
む
こ
と
（
m
a
g
σ
a
，
s
a
n
n
a
c
）
を
〔
捨
断
す
る
〕
。
〔
も
の
の
〕
興

n
y
1
　
（
u
c
l
a
y
a
）
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
断
滅
S
E
“
　
（
u
c
c
h
o
d
a
－
d
i
t
t
h
i
）
を
〔
捨
断

す
る
〕
。
〔
も
の
の
〕
衰
滅
（
ぐ
c
l
Y
c
l
）
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
住
論
（
ω
p
切
ω
江
p
－

d
i
g
h
i
）
を
〔
捨
断
す
る
〕
。
恐
怖
（
げ
言
吉
）
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恐

怖
が
あ
る
の
に
恐
怖
が
な
い
と
思
い
込
む
こ
と
を
〔
捨
断
す
る
〕
。
難
点

（
a
c
l
i
n
a
＜
a
，
わ
ず
ら
い
、
過
患
）
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
快
楽
の
味

（
a
s
s
勘
α
ρ
）
で
あ
る
と
思
い
込
む
こ
と
を
〔
捨
断
す
る
〕
。
厭
離
（
己
ピ
⊆
魯
）

を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歓
喜
の
思
い
（
a
げ
h
i
r
P
吟
｛
1
切
ρ
コ
コ
勃
）
を
〔
捨
断

す
る
〕
。
解
脱
を
求
め
る
智
（
m
u
f
i
c
i
t
〒
k
a
m
y
a
t
a
－
i
］
a
l
］
a
）
に
よ
っ
て
解
脱

を
求
め
な
い
心
を
〔
捨
断
す
る
〕
。
捨
（
已
℃
。
写
兜
無
関
心
）
の
智
に
よ
っ

て
不
捨
を
〔
捨
断
す
る
〕
。
順
次
に
〔
観
察
、
捨
断
す
る
こ
と
〕
に
よ
っ

て
、
法
に
と
ど
ま
る
こ
と
（
穿
p
∋
日
ρ
三
巨
ε
と
、
浬
繋
に
逆
ら
う
状
態

を
〔
捨
断
す
る
〕
。
種
姓
者
（
σ
q
。
冨
ぴ
言
、
聖
位
直
前
の
者
）
が
〔
諸
〕
行



の
e
s
（
s
a
f
i
k
h
a
r
a
－
n
i
m
i
t
t
a
）
に
執
わ
れ
る
こ
と
を
捨
断
す
る
、
と
い
う
こ
れ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
芝
分
の
捨
断
と
い
わ
れ
る
。
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そ
れ
の
調
伏
も
出
来
る
の
で
、
こ
れ
は
「
捨
断
調
伏
」
と
言
わ
れ
る
。

の

よ
う
に
「
捨
断
調
伏
」
も
五
種
に
分
け
ら
れ
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
。

こ

　
　
　
　
　
へ
2
7
）
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更
に
、
近
行
「
定
一
（
ξ
p
日
色
と
安
止
「
、
定
］
（
p
P
p
a
n
a
）
の
類
の
定

　
（
り
。
p
∋
狂
三
、
禅
定
、
三
昧
）
に
よ
っ
て
「
煩
悩
の
〕
活
動
状
態
を
遮
止
す

　
る
の
で
、
「
ち
・
，
s
，
つ
ど
’
1
水
が
め
を
打
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
面
の
水
草

　
が

〔捨
断

さ
れ
る
〕
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
〔
五
，
二
衰
（
三
く
2
p
コ
P
煩

　
悩
）
な
ど
の
諸
法
を
捨
断
す
る
。
こ
れ
が
「
鎮
伏
捨
断
」
と
・
1
1
，
：
わ
れ
る
。

　
　
お

よ
そ
四
つ
の
聖
な
る
道
が
修
習
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道

　
を
得
た
人
は
、
我
（
己
［
①
三
の
存
続
に
関
し
て
「
諸
の
執
見
を
捨
て
る
た

　
め
2
J
」
　
（
D
h
s
．
　
6
0
）
と
云
々
の
意
趣
を
も
っ
て
説
か
れ
た
〔
苦
の
〕
原
因

　

（sa

m
u
d
a
y
a
，
集
、
生
起
）
に
属
す
る
一
群
の
煩
悩
が
究
極
的
に
活
動
し

　
な
く
な
っ
て
、
捨
断
す
る
。
こ
れ
を
「
正
断
捨
断
（
s
a
J
n
u
c
c
h
e
d
a
－
p
p
a
h
a
’
ゴ
但
）
」

　
と
い
う
。
更
に
r
阿
羅
漢
一
果
を
「
得
た
〕
刹
那
に
諸
煩
悩
が
止
息
す
る
。

　
こ
れ
を
「
止
息
捨
S
＿
t
　
（
p
a
1
i
p
a
s
s
a
d
d
h
i
－
p
．
）
　
j
と
い
う
。
お
よ
そ
一
切
の
概

念
（
ω
ρ
［
二
＾
プ
葺
ぶ
為
作
さ
れ
た
も
の
、
有
為
）
か
ら
出
離
す
る
の
で
、
あ

　
ら
ゆ
る
慨
念
（
有
為
）
を
捨
て
去
っ
た
湿
葉
（
＝
二
）
げ
雪
。
）
が
あ
り
、
こ
れ

　
を
「
出
離
捨
断
（
三
霧
ヨ
．
竺
る
F
T
）
」
と
い
う
。

　
　
ま
た
こ
の
全
て
の
捨
断
も
、
r
捨
て
る
」
と
い
う
意
味
で
は
捨
断
で
あ

　
り
、
「
調
伏
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は
律
（
調
伏
）
で
あ
る
か
ら
、
「
捨
断

調

伏
」
と
言
わ
れ
る
。
或
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
捨
断
を
得
た
人
に
は
そ
れ

　

　

　
　
　
’
中
部
経
典
］
の
註
釈
」
、
ハ
ハ
ン
チ
ャ
・
ス
－
ダ
一
一
ー
」
の
和
訳
（
及
川
）
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こ
の
よ
う
に
、
簡
略
に
言
え
ば
二
種
で
あ
り
、
ま
た
〔
詳
し
く
〕
分
け

　
れ

ば

十
種
で
あ
る
こ
の
調
伏
　
（
＜
i
n
a
｝
r
a
，
律
）
は
、
防
護
が
破
ら
れ
て
い

　

る
の
で
、
ま
た
捨
断
す
べ
き
も
の
が
捨
断
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
に

　
つ

い
て

の

知
識
が

な
い
凡
夫
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が

　
な
い
の
で
、
こ
の
者
は
《
導
か
れ
な
f
．
　
（
a
v
i
n
i
t
a
，
調
伏
さ
れ
な
い
、
律
さ
れ

　
な
い
）
》
と
三
口
わ
れ
る
、
こ
の
趣
旨
は
《
善
き
人
々
を
見
な
い
者
（
る
、
、
ミ
V

　
句
§
§
ミ
ξ
・
・
三
・
）
》
、
《
善
き
人
々
の
法
に
熟
達
し
て
い
な
い
者
（
総
さ
w
ひ

　
r
i
s
a
‘
ミ
ミ
・
三
ミ
鱗
s
込
』
ミ
ミ
ミ
》
、
＜
＜
よ
き
人
々
の
法
に
お
い
て
導
か
れ
な
い
》

　
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
〔
同
様
で
あ
る
〕
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
意
味
か
ら
す
れ

　
ぼ

こ
れ
は
「
善
き
人
々
を
聖
老
達
よ
り
も
，
一
低
く
置
か
な
い
（
巳
三
り
昌
？

　
言
「
p
三
）
か
ら
で
あ
る
。
〔
即
ち
次
に
〕
二
．
口
う
通
り
で
あ
る
。
〔
つ
ま
り
〕
「
そ

　
の

人
達
が
聖
者
達
で
あ
れ
ば
’
そ
の
人
達
は
即
善
人
達
で
あ
る
。
そ
の
人

　
達
が
善
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
達
は
即
聖
者
で
あ
る
。
そ
れ
が
聖
者
達
の

　
法
で
あ
れ
ば
、
同
じ
そ
れ
は
即
善
人
達
の
法
で
あ
る
。
お
よ
そ
そ
れ
が
善

　
人
達
の

法
で

あ
れ
ば
、
同
じ
そ
れ
は
即
ち
聖
老
達
の
法
で
あ
る
。
ま
さ
し

　
く
そ
れ
ら
が
聖
者
の
律
（
調
伏
）
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
善
人

　
の

律

（
調
伏
）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
ま
さ
し
く
善
人
の
律
で
あ
れ
ば
、
そ

　
れ

ら
は
そ
の
ま
ま
聖
者
の
律
で
あ
る
。
聖
者
と
い
い
、
善
き
人
と
い
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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或
い
は
聖
者
の
法
と
い
い
、
善
き
人
の
法
と
い
い
、
或
い
は
聖
者
の
律
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

い

い
、
善
き
人
の
律
と
い
い
、
こ
れ
ら
は
一
つ
の
も
の
で
あ
り
、
1
つ
の

意
味

で
、
同
じ
に
、
同
じ
部
類
で
、
〔
同
じ
〕
そ
こ
に
生
ま
れ
、
〔
同
じ
〕

そ
れ
を
よ
く
知
る
も
の
と
し
て
〔
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
〕
」
と
。

56

し
か
し
、
な
ぜ
世
尊
は
《
全
て
の
法
の
根
本
法
門
を
、
比
丘
達
よ
、
私

　
は
君
達
に
示
そ
う
》
と
言
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
示
さ
な
い
で
、
《
こ
こ
に
、

　
比
丘
達

よ
。
聞
か
な
い
（
知
識
が
な
い
）
凡
夫
は
聖
者
達
を
見
な
い
》
と
、

　
こ
の
よ
う
に
凡
夫
（
p
u
t
h
u
j
j
a
n
a
）
を
示
し
た
の
か
。
〔
そ
れ
は
〕
人
物
に

　
も
と
つ
い
た
説
法
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
ば
、
世
尊
に
は
、
法
に
も
と
つ
い
て
法
を
説
く
、
法
に
も
と
つ

　
い
て
人
物
（
p
u
g
g
a
l
a
）
を
説
く
、
人
物
に
も
と
つ
い
て
人
物
を
説
く
、
人

物
に
も
と
つ
い
て
法
を
説
く
、
と
い
う
、
法
と
人
物
に
よ
っ
て
だ
け
で
、

　
ま
ず
四
種
の
説
示
（
d
e
s
a
n
助
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
比
丘
達
よ
。
三
つ
の

　
こ
れ
ら
の
感
受
（
v
e
c
l
a
n
助
）
が
あ
る
。
1
1
1
つ
と
は
何
か
。
楽
の
感
受
、
苦
の

　
感
受
、
不
苦
不
楽
の
感
受
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
い
い
か
ね
、
比
丘
達
よ
。

　
三
つ
の

感
受
で
あ
る
」
（
S
．
　
i
v
’
　
2
o
4
）
と
、
こ
の
よ
う
な
〔
文
〕
は
法
に
も

　
と
つ
い
て
法
を
説
い
て
い
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
。

　
　

r比
丘
達

よ
。
こ
の
人
は
六
つ
の
領
域
（
六
界
）
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ

　
六
つ

の

接
触
の

場
が
あ
り
、
十
八
の
意
の
思
念
（
m
．
1
1
1
o
，
p
a
v
l
c
a
r
a
）
が
あ
り
、

　
四

つ
の

住
処
（
a
d
h
i
t
t
h
，
i
n
a
）
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
（
ミ
ニ
芦
8
0
）
と
、
こ

25

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

の

よ
う
な
〔
文
〕
は
、
法
に
も
と
つ
い
て
人
物
を
説
い
て
い
る
。
「
比
丘

達
よ
。
こ
れ
ら
1
1
1
人
の
人
物
が
い
て
世
間
に
知
ら
れ
て
い
る
。
三
人
と
は

何

か
。
盲
く
　
l
眼
の
者
、
二
眼
の
者
で
あ
る
。
で
は
、
比
丘
達
よ
。
盲

人

と
は
何
か
」
（
」
二
．
　
I
2
S
）
と
、
こ
の
よ
う
な
〔
文
〕
は
、
人
物
に
も
と

つ

い
て

人
物

を
説
く
。
「
そ
れ
で
は
、
比
丘
達
よ
。
悪
い
行
き
場
所
（
合
・

ggti，
悪
趣
）
に
対
す
る
怖
れ
と
は
何
か
。
こ
こ
に
比
丘
達
よ
。
或
る
人
は

次
の
よ
う
に
考
え
る
。
即
ち
、
身
で
悪
行
を
な
し
た
者
に
は
、
確
か
に
悪

い
報
い

が
あ
る
。
死
後
に
…
…
乃
至
…
…
自
ら
を
浄
ら
か
に
保
持
す
る
。

こ
れ
が
、
比
丘
達
よ
。
悪
い
行
き
場
所
に
対
す
る
怖
れ
と
言
わ
れ
る
」
（
ト

iL
　
1
2
3
）
、
と
、
こ
の
よ
う
な
〔
文
〕
は
人
物
に
も
と
つ
い
て
法
を
説
く
も

の

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
の
そ
れ
は
、
お
よ
そ
凡
夫
は
事
物
（
基
囚
）
を
全
く
知
ら
な
い

“
i
l
l
l
　
（
a
p
a
r
i
f
i
　
f
i
a
t
a
－
v
a
t
t
h
u
k
a
）
で
あ
り
、
ま
た
、
全
く
知
ら
な
い
こ
と
を
根

元

と
し
て
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
全
て
の
法
の
根
元
と
な

る
〔
誤
っ
た
〕
考
え
（
ヨ
昌
旨
鼠
）
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
凡

夫
〔
と
い
う
人
物
〕
を
示
し
て
、
人
物
に
も
と
つ
い
て
〔
法
を
〕
説
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
《
こ
こ
に
、
比
丘

達
よ
。
聞
か
な
い
（
知
識
の
な
い
）
凡
夫
は
聖
者
達
を
見
な
い
》
と
、
こ

の

よ
う
に
凡
夫
を
説
示
し
た
の
だ
、
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
つ
ロ

5
7
〔
1
1
〕
　
こ
の
よ
う
に
凡
夫
を
示
し
て
か
ら
、
今
度
は
、
そ
の
〔
凡
夫
〕
が



地
　
（
p
a
t
h
a
v
i
）
な
ど
の
事
物
（
ぐ
a
t
t
h
u
，
基
因
）
に
関
し
て
、
全
て
有
身
の

l
．
S
　
（
s
a
k
k
a
y
a
－
d
h
a
m
m
a
，
我
が
も
の
で
あ
る
と
見
る
こ
と
）
を
生
む
母
体
で
あ

る
〔
誤
っ
た
〕
考
え
を
示
す
た
め
に
、
《
地
を
地
よ
り
（
言
さ
ミ
さ
～
盲
忘
㌣

v
i
t
o
）
》
と
云
々
を
述
べ
た
。

　
そ
こ
で
、
標
徴
（
l
a
k
k
h
a
O
a
，
　
m
s
わ
れ
て
い
る
も
の
）
と
し
て
の
地
、
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
と
も
な
る
（
°
。
嵩
。
ヨ
げ
言
邑
地
、
〔
観
察
の
〕
対
象
（
勘
冨
日
ヨ
p
o
P
所
縁
）

と
し
て
の
地
、
通
称
（
s
a
m
m
u
t
i
、
世
俗
の
名
）
と
し
て
の
地
と
い
う
四
種
の

地
が

あ
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
「
ま
た
友
よ
、
何
が
〔
身
〕
内
の
地
の

要
素
（
p
p
t
h
a
v
i
－
d
h
a
t
u
、
地
界
）
な
の
か
」
「
お
よ
そ
〔
身
体
の
〕
内
部
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

各
自
に
〔
固
形
と
し
て
〕
し
っ
か
り
と
固
体
と
な
っ
て
〔
存
在
す
る
髪
・

毛
・
皮
・
歯
な
ど
〕
」
と
云
々
の
〔
文
〕
で
は
、
標
徴
（
巨
会
げ
駕
ぞ
日
に

見
え
る
、
現
わ
れ
て
い
る
も
の
）
と
し
て
の
地
が
言
わ
れ
て
い
る
。
「
地
を
掘

り
、
或
い
は
〔
地
を
〕
掘
ら
せ
る
の
だ
ろ
う
か
」
（
で
↑
さ
゜
i
v
°
　
3
3
）
と
云
々

で

は
、
要
素
と
と
も
な
る
地
が
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
お
よ
そ
、
髪
な
ど

二
十
の

〔地

の
〕
部
分
が
〔
身
体
に
〕
あ
り
、
ま
た
鉄
・
銅
な
ど
が
外
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ろ

に
あ
る
が
、
そ
の
〔
地
〕
t
／
g
　
e
l
　
（
v
a
r
p
　
r
p
a
）
な
ど
の
諸
要
素
（
°
。
牡
巳
げ
冨
旦
と

共
に

地

な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
「
要
素
を
と
も
な
る
地
」
で
あ
る
。

　

r地
L
m
p
　
（
p
a
仁
h
a
v
i
－
k
a
s
i
r
p
a
，
地
の
要
素
が
遍
満
し
て
い
る
こ
と
を
観
察
す
る

禅
定
）
を
或
る
人
は
知
る
」
（
M
’
　
i
L
　
1
4
）
と
云
々
の
〔
文
〕
に
出
て
来
る
も

の

は
、
し
か
し
、
〔
観
察
の
〕
対
象
（
費
円
ヨ
∋
ρ
呂
、
所
縁
）
と
し
て
の
地
で

　
　
　
し
る
し

あ
る
。
徴
相
の
地
　
（
n
i
m
i
t
t
a
－
p
a
t
h
a
v
i
）
と
も
言
わ
れ
る
。
地
遍
の
禅
定
を

　
　
　
『
中
部
経
典
』
の
註
釈
『
パ
パ
ン
チ
ャ
・
ス
ー
ダ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

得
た

者
は

天
国
に

生
ま
れ
て
出
て
来
る
の
で
「
地
神
（
p
a
t
h
a
v
i
－
d
e
v
a
t
a
）
」

と
い
う
名
を
得
る
。
こ
れ
は
通
称
（
s
a
m
n
l
u
t
i
，
　
t
t
俗
の
名
）
と
し
て
の
地
で

あ
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
。

　
そ
の
〔
地
〕
の
全
て
も
が
こ
こ
で
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
何

で

あ
れ
〔
地
を
〕
こ
の
几
夫
は
地
よ
り
知
覚
す
る
（
巴
三
抽
ε
。
地
の
部
分

に
よ
っ
て
知
覚
す
る
。
世
間
の
呼
び
名
（
l
o
k
智
ー
♂
’
O
h
帥
r
a
）
を
と
ら
え
て
、
知

覚
を
顛
倒
i
v
　
￥
）
　
Y
　
（
s
a
f
i
f
i
a
－
v
i
p
a
l
l
a
s
e
n
a
）
知
覚
す
る
。
或
い
は
、
「
〔
こ
れ

は
〕
地
で
あ
る
」
と
、
こ
の
「
地
で
あ
る
〔
と
い
う
観
念
〕
」
を
放
さ
な
い

ま
ま
で
、
或
い
は
、
「
こ
れ
は
有
情
（
s
a
t
t
a
）
で
あ
る
」
と
、
或
い
は
、
「
〔
こ

れ

は
〕
有
情
の
〔
所
有
物
で
あ
る
〕
」
と
い
う
な
ど
の
仕
方
で
知
覚
す
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
知
覚
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
言
う
必
要
も
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
凡
夫
は
狂
－
－
〈
　
（
u
m
m
a
t
t
a
k
a
）
　
g
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。
彼
（
凡
夫
）
は
何
で
も
、
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
姿
（
巴
・
警
旬
）
に
よ

っ

て

把
握
す
る
。
或
い
は
〔
凡
夫
が
〕
聖
者
達
を
見
な
い
者
で
あ
る
こ
と

な
ど
の
類
が
そ
の
ま
ま
、
こ
の
〔
誤
っ
て
知
覚
す
る
〕
原
因
で
あ
る
。
或

い

は
、
そ
れ
は
後
に
《
そ
れ
が
〔
凡
夫
に
は
〕
よ
く
知
ら
れ
な
い
》
と
述

べ

つ

つ

、
ま
さ
に
世
尊
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

5
8
〔
1
1
〕
　
《
地
を
地
か
ら
知
覚
し
て
》
と
は
、
彼
（
凡
夫
）
は
そ
の
地
を
こ
の

　
よ
う
に
想
念
を
顛
a
s
　
“
O
　
i
p
　
V
’
　
（
v
i
p
a
r
i
t
a
－
s
a
f
i
f
i
S
y
a
）
知
覚
し
v
，
o
　
r
な
ぜ
な

　
ら
ば
、
想
念
を
因
縁
と
し
て
　
（
S
a
i
i
f
i
5
－
n
i
d
a
n
a
）
　
p
t
K
想
の
名
（
言
℃
昌
6
P

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
五
一
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g
．
a
i
i
k
h
｛
i
）
が
「
生
ず
る
〕
か
ら
で
あ
る
」
へ
．
g
7
i
．
　
8
7
．
i
）
と
言
う
通
り
、
別
の

と
こ
ろ
で
は
、
力
を
得
た
渇
愛
・
慢
心
・
〔
邪
、
一
見
・
妄
想
に
よ
っ
て
、
こ

こ
で
は
思
考
（
T
n
a
T
l
二
〇
コ
宕
）
と
い
う
名
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
ど
も
に
よ

つ

イ
＼
、
　
S
L
“
’
　
，
x
’
　
（
r
n
a
　
t
h
　
i
i
a
t
i
）
、
　
旧
心
い
彗
川
り
（
k
a
p
p
e
P
i
）
、
　
膳
偲
洲
側
山
ヲ
ス
y
（
ー
i
k
a
p
p
e
t
i
）
。

w
a
　
．
．
f
に
別
の
よ
う
に
把
握
す
る
。
そ
れ
で
《
地
を
考
え
る
（
一
三
言
’
、
三
】

∋
勾
三
三
ご
地
を
思
惟
す
る
）
》
と
言
わ
れ
て
い
る
。

26
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ま
た
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
そ
の
人
の
、
そ
の
考
え
を
お
お
ま
か
な

　
　
（
o
l
a
s
i
k
e
n
a
．
　
K
s
e
把
な
）
仕
方
で
示
す
た
め
に
、
　
お
よ
そ
こ
れ
に
「
髪
で

　
　
あ
る
、
u
で
あ
る
」
〔
ミ
一
゜
一
。
5
）
と
云
ρ
、
の
仕
方
で
、
二
十
種
の
内
部
（
身

　
　
体
）
の
地
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
に
『
分
別
論
（
V
i
t
）
h
a
t
’
）
g
a
）
　
J
Y

　

　
の

中
で
、
r
そ
こ
で
、
何
が
外
部
（
外
界
）
の
地
界
（
る
三
ヲ
一
－
・
ヲ
葺
～
地

　

　
の
要
素
一
か
」
「
，
お
よ
そ
そ
れ
は
外
に
あ
り
、
　
、
固
形
と
し
て
」
し
っ
か
り

　
　
と
し
｝
’
　
／
．
　
V
　
（
k
a
k
k
h
a
1
a
r
p
）
固
休
と
な
っ
て
い
て
（
三
ζ
湾
巨
三
、
固
形

　
　
性

を
も
ち
、
固
形
と
し
て
存
在
し
、
外
部
に
あ
り
’
知
覚
の
あ
る
生
命
体

　
　
で

は
な
い
も
の
（
a
n
u
p
c
5
＾
d
i
i
）
o
a
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
鉄
、
銅
、
錫
、
鉛
、

　

銀
、
真
珠
、
宝
珠
、
琉
璃
、
螺
貝
、
岩
石
、
珊
瑚
、
銀
、
金
、
赤
玉
、
め

　

　
の

う
（
∋
p
B
「
蠕
コ
＝
P
猫
日
石
）
、
草
、
木
”
砂
、
小
石
、
大
地
、
岩
、
山

　
　
で
N
A
　
N
a
　
J
　
（
I
’
b
h
．
　
s
2
）
と
、
こ
の
よ
う
に
外
部
の
地
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　

　
　
ま
た
、
お
よ
そ
内
部
の
三
組
の
所
縁
〔
法
〕
（
工
言
葺
9
巨
ゴ
∋
三
〕
P
三
言
）

　

　
に

お
け

る
徴
相
の
S
？
　
（
n
i
m
i
p
t
a
－
p
a
t
h
a
v
i
）
が
あ
り
、
そ
れ
を
把
握
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

こ
こ
で
の
こ
の
文
脈
が
述
べ
ら
れ
る
。
「
川
ち
〕
《
地
を
考
え
る
》
と
、
三

つ
の

杉
え
を
も
っ
て
「
私
は
地
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
「
私
の
地
で
あ
る
」

と
考
え
る
。
「
他
の
人
は
地
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
「
他
人
の
地
で
あ
る
」

と
考
え
る
、

60

　
或
い
は
ま
た
’
内
部
（
身
体
）
の
地
を
渇
愛
の
思
い
（
宮
三
p
㌣
コ
5
三
5
コ
劫
）

　
を
も
っ
て
考
え
る
。
栂
口
心
の
思
い
　
（
1
1
1
　
i
l
　
l
l
a
－
l
l
l
　
．
）
を
も
っ
て
考
え
る
。
〔
誤
っ

　
た
」
見
解
の
思
い
（
〔
＝
二
三
⊥
ら
）
を
も
っ
て
考
え
る
。
ど
の
よ
う
に
〔
考
え

　

る
の
、
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
髪
な
ど
に
対
し
て
欲
・
貧
欲
（
つ
夢
号

合
－
5
σ
・
コ
）
を
生
じ
さ
せ
る
。
髪
を
味
わ
い
、
喜
び
、
語
り
か
け
固
執
し

　

て
い
る
。
毛
、
爪
、
歯
、
皮
膚
、
或
い
は
い
ず
れ
か
の
染
心
を
あ
お
る
事

：ES）

　
（
r
a
j
a
n
i
y
a
　
x
’
a
t
t
l
i
a
）
を
「
味
わ
い
…
…
固
執
し
て
い
る
〕
。
こ
の
よ
う

　
に

一
身
体
」
内
部
の
地
を
渇
愛
の
思
い
で
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
私
の
髪

　

は
未
来
の
時
に
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
或
い
は
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
毛
は

　

「
な
る
だ
ろ
う
〕
と
、
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
そ
こ
に
喜
び
を
導
く
。
私
は

　

こ
の
戒
に
よ
っ
て
〔
或
い
は
掟
に
よ
っ
て
〕
、
或
い
は
梵
行
に
よ
っ
て
、
こ

　
の

よ
う
に
潤
い
あ
る
柔
か
な
精
妙
な
青
い
髪
に
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ

　
う
な
仕
方
で
、
ま
だ
得
な
い
も
の
に
対
し
て
、
得
た
い
と
い
う
心
を
向
け

　

る
。
こ
の
よ
う
に
も
〔
身
体
」
内
部
の
地
を
渇
愛
の
思
い
で
考
え
る
。

　
　

同
様
に
、
自
分
が
髪
な
ど
に
富
ん
で
い
る
か
、
或
い
は
欠
け
て
い
る
か

　

に
よ
っ
て
白
意
識
（
m
a
n
a
，
慢
）
を
起
こ
す
。
「
私
は
よ
り
良
い
」
と
か
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「
私
は

同

じ
だ
」
と
か
「
私
は
劣
っ
て
い
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
〔
身
体
〕

内
部
の
地
を
自
意
識
の
思
い
で
考
え
る
。
ま
た
「
そ
の
身
体
（
s
a
r
l
r
a
）
は

そ
の
霊
魂
（
j
l
v
a
）
で
“
t
E
｝
“
（
）
／
l
　
c
M
．
　
i
．
　
4
2
6
）
と
、
先
入
観
で
も
っ
て
（
謝
9
P

n
a
ye
n

a
）
　
r
髪
は
霊
魂
で
あ
る
」
と
執
著
す
る
。
毛
な
ど
に
対
し
て
も
〔
同

じ
〕
こ
の
仕
方
［
で
執
著
す
る
〕
。
こ
の
よ
う
に
〔
身
体
〕
内
部
の
地
を

〔
誤
っ
た
〕
見
解
に
よ
る
思
い
を
も
っ
て
考
え
る
。

　
或

い
は

ま
た
、
「
だ
が
し
か
し
ま
た
、
お
よ
そ
内
部
の
地
の
要
素
（
零
－

tha
v
l
－
c
l
h
i
t
u
，
地
界
）
で
あ
る
も
の
や
、
外
部
の
地
の
要
素
で
あ
る
も
の

は
、
何
で
も
こ
れ
は
た
だ
地
の
要
素
だ
け
の
も
の
だ
。
そ
れ
は
私
の
も
の

で

は
な
い
」
（
M
．
　
i
°
　
1
8
5
）
と
、
こ
の
よ
う
に
〔
思
い
を
〕
め
ぐ
ら
す
の
と

は

反

対
の

仕
方

で
　
（
p
a
c
c
a
n
i
k
a
－
n
a
y
e
n
a
）
、
髪
な
ど
の
類
の
地
を
「
こ
れ

は

私
の

も
の
だ
」
「
こ
れ
は
私
で
あ
る
」
「
こ
れ
は
私
の
e
c
　
（
c
l
t
t
c
a
l
l
）
で
あ

る
」
と
執
著
す
る
。
こ
の
よ
う
に
も
内
部
の
地
を
〔
誤
っ
た
〕
見
解
に
よ

る
思
い
を
も
っ
て
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ま
ず
内
部
の
地
を
三
つ
の
思

い
を
も
っ
て
考
え
る
。
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そ
し
て
、
内
部
〔
の
地
〕
に
対
す
る
と
同
様
に
、
外
部
〔
の
地
〕
に
対

　
し
て
．
p
　
［
／
考
え
る
〕
。
ど
う
し
て
か
o
な
ぜ
な
ら
ば
、
　
こ
の
人
は
鉄
や
銅

　
な
ど
に
対
し
て
志
欲
・
貧
欲
（
c
h
a
n
d
a
－
r
a
g
a
）
を
起
こ
す
。
鉄
や
銅
な
ど
を

　
味
わ

い
、
大
い
に
喜
び
、
執
著
し
て
い
る
。
「
私
の
鉄
で
あ
る
。
私
の
銅

　
で

あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
、
鉄
な
ど
を
我
が
も
の
と
し
、
護
り
守

　

　

　
　
『
中
部
経
典
』
の
註
釈
『
パ
パ
ソ
チ
ャ
・
ス
ー
ダ
一
一
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

る
。
こ
の
よ
う
に
外
部
の
地
を
渇
愛
の
思
い
を
も
っ
て
考
え
る
。
或
い
は

ま
た
、
「
私
に
と
っ
て
鉄
・
銅
な
ど
は
将
来
の
時
に
こ
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
」
と
、
こ
こ
に
喜
び
を
も
っ
て
行
く
。
或
い
は
「
私
は
こ
の
G
i
S
（
s
i
1
a
）

に

よ
っ
て
、
或
い
は
S
l
g
　
（
v
a
t
a
）
に
よ
っ
て
、
或
い
は
苦
行
（
9
零
）
に
よ
っ

て
、
或
い
は
＃
S
i
l
　
L
V
　
（
b
r
a
l
i
m
a
－
c
a
r
i
y
a
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
鉄
や
銅
な

ど
の
資
材
が
そ
な
わ
っ
た
者
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
、
ま
だ
得
な
い
も
の
に

対

し
て
得
た
い
心
を
向
け
る
。
こ
の
よ
う
に
も
外
部
の
地
を
渇
愛
の
思
い

（
t
　
c
l
　
l
）
プ
勃
ー
コ
］
P
コ
コ
ρ
コ
勾
）
を
も
っ
て
考
え
る
。

　

同
様
に
し
て
、
自
分
が
鉄
・
銅
な
ど
を
得
た
り
得
な
か
っ
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
意
識
（
l
n
a
n
a
，
慢
）
を
起
こ
す
。
「
こ
の
人
よ
り
も
私
の

方
が
上
だ
」
と
。
或
い
は
「
私
は
同
じ
だ
」
と
。
或
い
は
「
私
は
劣
っ
て

い

る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
外
部
の
地
を
自
意
識
の
思
い
（
m
a
n
a
’
日
曽
I
l
n
ρ
n
a
c
）

を
も
っ
て
考
え
る
。

　
更

に
、
鉄
の
中
に
霊
魂
（
ヲ
P
牛
命
）
が
あ
る
と
思
い
込
ん
で
、
「
こ

れ
は

霊
魂

（生
く
叩
）
で
あ
る
」
と
執
著
す
る
。
銅
な
ど
に
つ
い
て
も
、
こ

の
仕
方
で

〔思
い
込
み
執
著

す
る
〕
。
こ
の
よ
う
に
外
部
の
地
を
〔
誤
っ

た
〕
見
解
の
思
い
（
d
i
t
　
t
h
i
－
　
n
i
　
a
f
i
　
f
i
　
a
n
　
i
．
）
を
も
っ
て
考
え
る
。

　
或
い
は
ま
た
、
「
こ
こ
に
或
る
人
は
地
遍
（
H
・
p
合
2
］
－
言
⑩
言
襲
゜
遍
満
す
る

地

を
観
ず
る
禅
定
）
を
自
我
か
ら
観
’
｛
o
r
“
Q
　
（
a
t
t
a
t
o
　
s
a
m
a
n
u
p
a
s
s
a
t
i
）
O
お

よ
そ
地
遍
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
私
で
あ
る
。
私
で
あ
る
も
の
は
何
で
も
、

そ
れ
は
地
遍
で
あ
る
、
と
。
ま
た
地
遍
と
自
分
（
我
）
と
が
二
種
で
な
い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
五
三



　
　
h
l
i
w
：
s
（
化
研
究
（
第
二
十
一
号
）

（
a
c
l
v
a
〉
’
a
，
　
1
’
t
c
“
1
体
の
も
の
）
と
観
I
l
m
T
O
」
　
（
P
a
t
i
s
．
　
L
　
1
4
3
）
と
、
『
無
碍
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

〔道
〕
　
へ
さ
、
ぎ
ミ
寒
ミ
を
』
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
同
じ
意
趣
で
、
徴

相
の
；
p
t
　
（
n
i
m
i
t
t
a
－
p
a
t
h
a
v
i
，
　
e
s
s
E
l
、
観
念
上
の
地
）
は
自
分
（
我
）
で
あ
る
、

と
執
著
す
る
。
こ
の
よ
う
に
も
外
部
の
地
を
〔
誤
っ
g
）
見
解
の
思
い
を

も
っ
て
考
・
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
外
部
の
地
を
三
つ
の
思
い
を
も
っ
て
考
え
る
。
こ
の
よ
う

に
、
ま
ず
《
地
を
考
え
て
》
と
い
う
こ
こ
で
、
三
つ
も
の
思
い
（
ヨ
昌
君
鼠
、

考

え
）
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
か
ら
後
は
、
た
だ
簡
略
に
我
々
は
述
べ
る

と
し
よ
う
。

　
ヨ

6
2
〔
1
1
L
　
《
地
に
お
い
て
考
え
る
（
、
ミ
、
ミ
5
、
＾
『
ミ
ミ
慧
ミ
ご
》
と
い
う
こ
こ
で
、

　

〈
地
に

お

い
て
〉
と
い
う
こ
れ
は
処
格
の
l
i
”
E
　
（
b
h
u
n
i
m
a
－
v
a
c
a
n
a
，
　
l
o
c
．
）
で

あ
る
。
で
あ
る
か
ら
「
私
は
地
に
〔
立
っ
て
い
る
〕
」
と
考
え
る
。
「
何
で

も
私
の
障
碍
（
p
a
l
i
b
o
c
l
h
a
，
執
著
）
は
地
に
あ
る
」
と
考
え
る
。
「
他
人
は

地
に

「
立
っ
て
い
る
〕
」
と
考
え
る
。
「
何
で
も
他
人
の
障
碍
（
執
著
）
は

地
に

あ
る
」
と
考
え
る
。
と
い
う
こ
れ
が
こ
こ
で
の
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
　

　
　
或

い

ぱ
ま
た
こ
れ
は
’
r
ど
の
よ
う
に
し
て
色
形
あ
る
も
の
（
三
白
P
色
）

　
の
中
に
自
我
　
（
a
t
t
a
n
，
我
）
を
見
る
の
か
」
　
r
こ
こ
に
或
る
者
は
感
受
（
ぐ
？

合
弓
．
受
）
を
、
想
念
（
ψ
昌
弓
∨
想
）
を
、
諸
L
t
l
　
（
g
．
　
a
（
　
i
h
k
h
，
i
r
a
，
　
P
t
．
）
を
、
認

識

（ー．

一
弓
竺
3
識
）
を
自
我
か
ら
見
る
。
〔
即
ち
〕
、
こ
れ
は
な
る
ほ
ど
私

　
の

n
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
確
か
に
そ
の
私
の
自
我
は
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五
四

こ
の
色
形
あ
る
も
の
（
三
弓
を
色
、
n
分
の
か
ら
だ
）
の
中
に
あ
る
、
と
こ
の

よ
う
に
n
我
を
見
る
」
（
さ
へ
、
言
」
」
治
）
と
、
こ
の
意
味
・
意
趣
が
述
べ
ら

れ

て
お
り
、
同
じ
こ
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
感
受
な
ど
の
諸
法
を
n
我
か
ら

把
握

し
、
そ
れ
か
ら
内
部
と
外
部
の
諸
の
地
に
お
い
て
、
何
の
地
で
あ
れ
、

そ
れ
が
場
所
と
な
る
こ
と
を
も
っ
て
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
、
　
r
し
か
し
確

か

に
、
そ
の
私
の
自
我
は
こ
の
地
の
中
に
あ
る
」
と
考
え
つ
つ
、
地
に
つ

い
て

考
え
る
。
こ
れ
が
そ
の
人
の
f
誤
っ
た
〕
見
解
に
よ
る
考
え
で
あ
る
。

　

そ
し
て
同
じ
そ
の
自
我
に
関
し
て
、
そ
の
人
が
愛
情
（
㏄
i
n
⑦
l
l
a
）
と
、
そ

れ
に

基
づ
く
白
意
識
（
・
当
雪
P
慢
）
を
起
こ
し
つ
つ
あ
る
時
、
〔
そ
の
人

の
’
1
渇
愛
：
日
意
識
に
よ
る
考
え
も
知
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
同
じ
そ
の
仕

方

で
、
「
し
か
し
確
か
に
そ
の
n
我
は
地
に
．
あ
る
〕
」
と
考
え
る
時
、
そ

の

時
、
同
じ
l
誤
っ
た
い
見
解
に
よ
る
考
え
が
結
ば
れ
る
。
そ
し
て
他
の

〔
二
つ
の

考
え
」
も
〔
そ
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
一
す
る
。

6
　
〈
’
地
か
ら
考
え
る
（
［
）
ρ
二
三
こ
t
o
　
m
a
i
t
i
l
a
t
一
）
》
と
い
う
こ
こ
で
は
、
し
か

　
－
）
　
r
’
地
か
ら
」
と
い
う
の
は
奪
格
を
表
わ
す
（
三
苔
芦
言
ー
ベ
R
。
コ
主
§
ご
。

　
で

あ
る
か
ら
牛
．
き
る
た
め
の
必
要
物
（
毛
芸
2
竺
P
内
的
に
は
自
分
の
身
体
、

外
的
に

に

鉄
・
銅
な
ど
）
と
共
に
あ
る
白
分
の
、
或
い
は
他
人
の
生
．
起
や
結

果

を
⊥
。
述
の
通
り
の
類
の
地
か
ら
〔
考
え
〕
、
或
い
は
地
か
ら
「
他
の
n
我

　
で

あ
る
」
と
考
え
つ
つ
、
地
か
ら
考
え
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
が
そ

　
の

人
の

〔誤
っ
た
〕
見
解
に
よ
る
考
え
で
あ
ろ
。
更
に
、
「
誤
っ
た
〕
1
1
r



解
に

よ
る
考
え
に
よ
っ
て
考
え
た
同
じ
そ
の
事
物
に
対
し
て
、
そ
の
人
が

愛
情
と
自
意
識
を
起
こ
す
時
、
そ
の
人
の
t
愛
・
自
意
識
に
も
と
つ
く
考

え
も
知
ら
れ
よ
う
。

　
別
の
人
　
“
t
　
z
，
　
1
？
・
：
う
。
「
地
遍
（
地
に
関
わ
る
禅
定
）
を
少
、
、
修
習
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
ト
マ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ァ
　
ト

た
そ
れ
か
ら
別
の
無
量
の
自
我
を
把
握
し
、
外
部
の
地
か
ら
も
「
私
の
自

マ
ン我

で

あ
る
」
と
考
え
つ
つ
、
地
か
ら
考
え
る
、
と
い
う
。

　
る

6
4
〔
P
L
　
《
地
を
私
の
も
の
、
と
考
え
る
（
言
三
プ
一
ヨ
コ
言
ご
エ
】
9
三
亘
一
）
》
と

　
い

う
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
単
に
「
大
地
を
渇
愛
に
よ
っ
て
わ
が
－
。
の
と

　
執
著
す
T
（
　
（
l
l
l
t
l
t
’
l
l
i
l
Y
c
f
t
t
i
）
と
、
こ
の
仕
方
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
渇
愛
に
よ

　
る
考
え
」
と
い
う
1
　
9
の
　
［
I
考
え
」
だ
け
が
得
ら
れ
る
、
と
知
ら
れ
よ
う
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
私
の
髪
で
あ
る
。
私
の
毛
で
あ
る
。
私
の
鉄
で
あ
る
。

　
私
の

銅
で

あ
る
」
と
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
通
り
の
類
の
全
て
の
内
部
．

　
外
部
の
地
に
結
ば
れ
よ
う
、
と
。
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《
地
を
大
い
に
喜
’
；
I
s
；
　
（
p
a
1
h
a
v
i
r
p
　
a
b
h
i
n
a
n
c
l
a
ε
》
と
は
、
同
じ
上
述
の

　
類

の

地

を
渇
愛
と
〔
誤
っ
た
〕
見
解
に
よ
っ
て
大
い
に
喜
ぶ
。
味
わ
い
、

　
ま
た
撫
で
ま
わ
す
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
《
地
を
考
え
る
（
言
三
貸
、
一
三
∋
ξ

　
i
i
a
t
i
）
　
）
〉
と
い
う
こ
の
〔
句
〕
に
よ
っ
て
、
す
で
に
こ
こ
で
の
意
味
が
完
成

　
さ
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
こ
れ
が
述
べ
ら
れ
た
の
か
、
と
’
も
し
〔
問
う
〕

　
な
ら
ば
、
〔
地
を
大
い
に
喜
ぶ
、
と
い
う
〕
こ
れ
は
古
人
達
に
よ
っ
て
考

　

　

　

『
中
部

経
典
』
の
註
釈
『
パ
パ
ン
チ
h
、
・
ス
H
ダ
一
一
1
』
の
和
訳
（
及
川
）

29

え
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ぱ
私
の
自
分
の
意
見
で

あ
る
が
、
説
〔
法
〕
を
輝
か
せ
る
の
で
、
或
い
は
過
失
（
邑
；
p
’
，
P
過
患
）

を
見
る
の
で
一
∵
て
の
よ
う
に
述
べ
た
の
で
あ
ろ
う
〕
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
お

よ
そ
法
の
要
素
（
d
h
f
t
．
　
n
i
n
i
a
，
d
h
i
t
u
，
法
界
）
は
よ
く
洞
察
さ
れ
て
い
る
の

で
、
種
・
・
の
意
趣
に
飾
ら
れ
た
説
示
の
輝
き
を
備
え
て
い
る
だ
ろ
う
し
、

そ
れ
は
世
，
惇
に
よ
っ
て
よ
く
洞
察
さ
れ
て
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
先
に
ま

ず
、
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
煩
悩
が
生
起
す
る
こ
と
を
示
し
て
か
ら
、
今

度
は
、
大
い
に
喜
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
「
煩
悩
が
生
起
す
る
こ
と
を
／
i
示
し
、

或
い
は
、
説
．
小
を
輝
や
か
せ
る
た
め
に
こ
れ
を
述
べ
た
。

　
或
い

は
、
お
よ
そ
地
を
考
え
、
地
に
お
い
て
考
え
’
地
か
ら
考
え
、
地

を
「
私
の
も
の
」
と
考
え
る
人
は
誰
で
も
、
そ
の
人
は
地
に
依
止
し
た
渇

愛

を
、
或
い
は
〔
誤
っ
た
〕
見
解
を
捨
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
そ

れ
で
地

を
大
い
に
喜
ぶ
だ
け
で
あ
る
。
地
を
大
い
に
喜
ぶ
人
は
誰
で
も
苦

を
大
い
に
喜
ん
で
い
る
。
ま
た
、
「
苦
は
わ
ず
ら
い
（
過
患
）
で
あ
る
」
と
、

わ
ず
ら
い
を
見
る
こ
と
か
ら
も
こ
れ
を
述
べ
た
．
。
そ
し
て
世
尊
は
こ
う
述

べ
て

い

ろ
。
「
比
丘
達
よ
。
お
よ
そ
地
の
要
素
を
大
い
に
喜
ぶ
人
は
苦
を

大
い

に
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
苫
を
大
い
に
喜
ぶ
人
は
苦
か
ら
解
き
放
た
れ
な

い
、
と
私
は
言
う
」
（
辺
二
二
ご
）
と
。

66

　

こ
の
よ
う
に
、
地
に
も
と
つ
く
考
え
と
、
大
い
に
喜
ぶ
こ
と
を
述
べ
て

　
か

ら
、
今
度
は
、
そ
の
人
が
何
を
原
囚
（
k
i
t
r
a
n
a
）
と
し
て
〔
そ
の
よ
う
に
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
法
華
文
化
研
究
（
第
二
十
一
号
）

考

え
、
ま
た
大
い
に
喜
ぶ
の
か
、
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
述

べ

た
。
《
そ
れ
は
ど
う
し
て
な
の
か
　
（
t
a
t
n
　
h
i
s
s
a
　
h
e
t
u
）
。
そ
れ
が
よ
く
知

ら
れ
て
い
な
い
の
だ
、
と
私
は
言
う
（
芯
く
ミ
ミ
ミ
§
二
Σ
e
S
X
三
§
ミ
）
》

と
。
そ
の
意
味
は
〔
次
の
通
り
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　

　
そ
の
凡
夫
は
そ
の
地
を
何
に
よ
っ
て
考
え
、
い
か
な
る
訳
で
考
え
、
大

い
に

吉
ぶ
の
か
、
と
も
し
〔
問
う
〕
な
ら
ば
、
そ
れ
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

な
い
の
だ
、
と
私
は
言
う
。
そ
の
事
が
そ
の
人
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
な

い

の

で
’
そ
れ
で
、
と
三
［
わ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
誰
で
も
地
を
よ

　
　
　
　
　
（
3
3
）

く
知
る
人
は
三
つ
の
完
全
知
（
I
）
a
I
’
1
n
r
l
a
）
に
よ
っ
て
よ
く
知
る
J
．
即
ち
〕

知
遍
知
（
昌
［
ρ
忌
。
ユ
三
」
◎
）
、
度
遍
知
（
三
昌
p
勺
゜
）
、
断
遍
知
（
る
ご
昌
p
℃
’
）

に

よ
っ
て
〔
よ
く
知
る
］
の
だ
か
ら
、
と
。

　
そ
こ
で
、
何
が
知
遍
知
か
。
地
の
要
素
（
男
三
ρ
匂
｝
‘
d
h
c
i
t
U
，
地
界
）
を

よ
く
知
る
。
こ
れ
は
内
部
の
地
の
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
部
の
で
あ
る
。

こ
れ
ぱ
そ
の
「
地
］
の
様
相
（
l
牡
l
7
l
t
h
a
n
a
）
で
あ
る
。
こ
れ
が
味
（
毒
巴
）
の

生
起
（
｝
）
p
∩
2
壱
三
言
昌
ρ
）
と
直
接
囚
（
」
）
牡
＾
拾
一
合
昌
p
）
で
あ
る
、
と
。
こ
れ

が
知
遍
知
で

あ
る
。
い
ず
れ
が
度
遍
知
か
。
こ
の
よ
う
に
知
ら
し
め
て
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
）

の

要
素
（
地
界
）
を
渡
ら
せ
る
（
p
ぎ
三
度
脱
さ
せ
る
）
。
或
い
は
「
無
常
か

ら
、
苦
か
ら
、
病
気
か
ら
」
（
き
言
゜
P
田
c
。
）
と
、
四
十
の
様
相
　
（
t
t
k
i
i
r
a
）

を
も
っ
て
「
地
を
知
ら
し
め
て
地
界
を
度
脱
さ
せ
る
〕
。
こ
れ
が
度
遍
知

で

あ
る
。
何
が
断
遍
知
か
。
こ
の
よ
う
に
渡
ら
せ
て
か
ら
、
第
一
の
道
に

よ
っ
て
地
の
要
素
に
対
す
る
志
欲
・
貧
欲
を
捨
て
る
。
こ
れ
が
断
遍
知
で

Jff一

／、

あ
る
。

　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
或

い

は
、
名
．
色
・
形
あ
る
も
の
（
n
，
i
l
l
l
［
；
ξ
a
’
名
色
）
を
決
定
す
る

（v
a
v
a
tt
h
E
！
n
a
）
　
g
が
知
遍
知
で
あ
る
。
群
（
言
三
）
P
集
合
の
状
況
）
を
触
知

す
る
（
ゾ
O
＝
l
l
l
l
a
S
a
n
l
l
）
な
ど
を
順
次
に
完
了
す
る
の
が
度
遍
知
で
あ
る
。
聖

道
に

お

け
る
智
其
．
心
（
n
l
c
　
n
a
）
が
断
遍
知
で
あ
る
、
と
。

　
お

よ
そ
地
を
完
全
ー
・
‥
知
る
人
は
誰
で
も
こ
れ
ら
の
三
つ
の
完
全
知
（
」
）
句

門

言
言
）
を
も
っ
て
完
全
に
知
る
。
そ
の
凡
井
、
に
は
そ
の
完
全
知
が
な
い
。

で

あ
る
か
ら
’
完
全
知
が
な
い
の
で
、
地
を
与
二
〔
ま
た
大
い
に
喜
ぶ
の

だ
、
と
。
そ
れ
故
に
世
尊
は
述
べ
た
。

　

《
こ
こ
に
、
比
丘
達
よ
。
聞
く
耳
を
も
た
な
い
凡
夫
は
・
…
：
乃
至
…
…

地

を
考
え
る
。
地
に
お
い
て
考
え
る
。
地
か
ら
考
え
る
。
地
を
私
の
も
の

と
考
え
る
。
地
に
大
い
に
喜
ぶ
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
「
地
〕
が
完
全

に

知
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
、
と
私
は
三
．
日
う
》
と
。

　
　
　
地
の
項
（
一
・
三
言
ニ
ー
ノ
・
仙
養
）
　
　
終
了

註（
1
）
以
ド
力
侶
文
に
「
．
五
川
浮
典
三
証
釈
（
Z
ヘ
ミ
≡
ベ
ミ
’
へ
・
ミ
…
ミ
）
「
相
応
」
経
典
』
註
釈

　
　
（
s
，
こ
’
，
t
t
t
l
t
t
i
－
／
，
（
｛
／
t
，
i
s
i
）
t
i
）
、
及
び
『
憎
ヱ
立
部
経
血
ぺ
二
註
釈
（
ト
ご
’
こ
u
こ
二
き
＾
へ
－
〉
ご
C
、
二
）
の
口
旦
期
の

　
侶
（
p
．
　
1
，
　
2
）
三
ほ
ぼ
同
じ
一
）

（
O
T
）
　
a
v
i
l
l
l
U
t
t
a
－
l
i
l
i
l
t
i
l
］
］
；
t
g
g
’
“
．
　
I
l
l
三
日
は
三
u
i
i
e
u
t
i
．
　
i
・
f
m
二
っ
O
＼
・
〉
「
手
放
さ
れ
て
い

　

ろ
」
の
意
。
コ
ン
パ
ゥ
ン
ド
の
意
味
を
「
聖
経
力
道
が
r
放
レ
．
＼
れ
て
い
な
い
「
し
こ
一
つ
た
。

（3
）
　
こ
の
第
五
及
ぺ
し
ぴ
弔
h
ハ
ハ
ラ
グ
ラ
フ
ぱ
『
小
」
前
経
h
川
‥
釈
、
　
D
c
こ
’
t
t
こ
t
t
t
こ
l
t
，
t
－
．
i
，
，
t
i
f
t
，
1
　
I
　
p
．
　
1
0
0
1

　

～
I
O
I
i
7
　
．
v
同
文
で
あ
’
S
．
　
o
村
卜
真
完
・
皮
川
‥
り
く
＝
　
［
’
仏
の
こ
ヒ
ぼ
ば
内
二
一
．
九
二
．
頁
以
ド



　
　
に

和

訳
が
あ
る
。

（
4
）
　
さ
二
゜
三
層
三
ご
『
仏
の
こ
と
ば
註
内
』
「
二
九
六
頁
五
行
目
以
ド
と
同
文
．

（
5
ン
　
ご
、
°
I
°
1
0
2
i
o
．
　
［
・
仏
の
こ
三
ば
詩
四
［
一
．
、
九
八
頁
一
行
日
以
ド
ー
二
同
二
撤
ご
日
，
　
語
句
に
多

　

少
力
異
な
り
が
あ
る
。

（
6
）
、
ミ
゜
P
．
　
C
）
2
r
，
°
v
a
s
；
三
p
。
で
あ
る
が
V
I
t
S
：
l
t
O
　
（
S
A
T
、
t
、
a
l
．
　
g
e
i
t
°
）
に
・
．
二
一
’
、
読
む
」

（
7
）
　
［
ゴ
】
°
吉
旨
。
、
『
仏
の
こ
と
ば
註
四
』
三
九
九
頁
十
二
行
目
以
下
同
文
、
、

（
8
）
　
S
ド
】
．
て
ε
㏄
二
、
『
仏
の
こ
と
ば
註
四
』
三
九
九
頁
卜
八
行
n
以
ド
ー
二
同
じ
．

（
9
）
さ
」
三
゜
；
涜
、
、
前
出
パ
、
四
〇
〇
頁
九
行
目
以
ド
同
じ
y
’

（
1
0
）
　
S
で
野
一
・
」
宝
；
、
前
出
書
’
四
〇
＝
貝
十
1
行
目
以
下
と
同
じ
。

（
1
）
　
，
I
L
　
i
．
　
1
6
1
3
3
　
r
比
丘
達
よ
。
集
っ
て
来
た
人
々
に
対
し
て
君
達
が
行
わ
れ
ば
な
ら
な
い
事

　
　
が
1
’
つ
あ
る
。
聖
者
は
法
談
を
す
る
か
、
或
い
は
黙
っ
て
い
ろ
か
で
あ
る
」

（1
2
）
I
、
i
．
　
I
°
　
p
．
　
1
0
6
1
．
前
出
書
、
四
〇
四
頁
一
行
目
以
下
・
二
同
じ
．
．

（＝
M
）
　
P
j
．
　
I
．
　
p
．
　
1
0
6
’
”
、
前
出
書
、
四
〇
五
頁
十
五
行
目
以
下
に
「
i
e
l
＄
t
r
（
l
］
h
a
g
a
v
a
n
t
）
」
に
つ

　
　
い
て
の
詳
説
が
あ
る
が
’
　
こ
こ
で
は
簡
略
に
説
示
し
て
い
る
。
な
お
『
大
義
釈
（
＞
S
き
・
判
・

　
　
ミ
ミ
a
へ
へ
）
』
マ
＝
旦
＾
▽
『
南
伝
』
四
二
、
二
一
五
頁
以
下
に
も
「
世
尊
」
の
詳
説
が
あ
り
、

　

『
清
浄
道
論
（
「
エ
ミ
ミ
ミ
ー
ミ
・
責
・
こ
゜
二
’
7
8
口
ざ
『
南
伝
』
六
二
、
四
一
＝
貝
以
下
に
も
同

　

　
様
力
詳
説
が
あ
る
。

（
1
4
）
　
二
協
ミ
ミ
’
r
N
O
宗
．
、
『
南
伝
」
六
二
、
四
一
一
頁
以
下
。

（
t
’
1
）
　
、
、
」
．
　
1
1
1
S
，
　
T
仏
の
こ
－
．
」
ば
註
㈲
』
四
＝
二
頁
二
二
行
日
以
下
同
文
。

（
¢
＿
）
　
」
、
、
°
】
」
二
；
、
前
出
書
、
四
一
四
頁
六
行
目
以
下
同
文
。

（
1
7
）
　
さ
゜
I
I
°
　
3
｛
4
i
5
，
　
r
仏
の
こ
ヒ
ば
註
白
三
八
五
頁
↓
一
行
目
以
下
同
文
。
た
だ
し
「
サ
ー
ラ

　
　
樹
」
を
「
園
林
」
に
入
れ
替
え
る
。

（
1
）
　
！
’
J
’
．
　
I
I
．
　
p
．
　
3
9
4
t
2
，
前
出
書
、
八
六
頁
三
行
目
以
下
。
文
章
ぱ
や
や
異
な
っ
て
い
る
。

（
1
）
　
P
．
i
．
　
I
I
◆
　
I
，
．
　
4
G
i
5
．
『
仏
の
こ
と
ば
註
O
』
一
二
七
頁
四
行
目
以
下
参
照
。

（2
0
）
、
ξ
、
・
　
p
．
　
1
2
s
°
“
　
L
o
t
）
h
o
　
a
k
u
s
a
t
i
，
　
－
n
i
i
－
i
l
a
n
　
i
．
　
t
i
　
（
A
．
　
i
．
　
2
0
1
）
　
i
L
d
i
s
u
　
a
s
i
i
d
h
i
i
r
a
［
i
a
－

　
　
h
e
t
u
m
h
i
°
「
貧
欲
は
不
善
の
根
で
あ
ろ
」
な
ど
の
〔
文
」
で
は
「
共
通
で
な
い
原
因
」
を

　
　
〔
．
小
す
〕
。

　

　

　
　
r
中
部
経
典
』
の
註
釈
『
パ
パ
ン
チ
S
－
　
．
　
K
　
－
－
ダ
ニ
ー
』
の
和
訳
（
及
川
）

（
2
1
）
コ
偲
プ
▽
Z
二
る
へ
n
e
F
’
y
a
－
a
t
t
h
f
t
，
　
n
e
y
y
u
は
n
c
’
二
の
△
べ
～
・
へ
、
7
．
S
こ
・
二
三
三
ゑ
二
≡
眞

　

sy
h
i
c
h
　
i
s
　
t
o
　
b
e
　
i
n
f
e
r
v
e
c
l
　
（
o
／
i
P
°
I
l
i
t
2
t
t
t
h
a
）
．

（
2
）
　
c
a
t
〒
三
ち
亘
工
言
゜
四
っ
の
地
の
、
領
域
の
c
一
ゴ
ミ
゜
治
O
い
．
．
・
二
目
伝
．
「
六
四
、
一
〇
九
頁

　

で

ほ

三
旨
三
s
P
：
5
三
三
・
不
三
三
勾
＝
、
　
e
く
a
．
°
．
．
　
C
l
l
t
〒
三
三
三
三
［
三
｛
∨
．
三
9
＝
三
三
・
“
：
ζ
，

　

m
；
l
v
a
c
a
r
a
－
「
t
l
p
i
t
v
a
c
u
r
a
－
l
o
l
c
u
t
t
a
r
a
v
a
s
e
n
a
　
b
h
L
l
n
i
i
－
t
t
l
l
Y
a
－
I
）
U
；
’
i
Y
：
’
L
E
・
［
I
T
I
n
；
I
L
I
I
・
　
（
地
」
（

　

り
、
，
二
に
…
欲
界
？
淋
で
あ
る
、
．
…
〔
三
界
・
出
世
川
の
〕
四
地
に
所
属
す
る
。
…
欲
界
．

　
　
色
界
・
川
世
間
に
よ
っ
て
て
、
地
に
所
属
す
ろ
V
二
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
こ
こ
（
＼
の
三
巳
m
i

　
　
（
地
・
領
域
）
は
；
t
V
I
・
C
三
．
。
（
界
、
界
地
、
行
境
）
で
あ
ソ
？
つ
。

（2
3
）
　
ミ
ミ
＾
『
－
こ
ミ
＾
、
e
s
a
．
　
I
）
．
　
1
4
G
i
7
．
　
T
南
伝
』
四
二
、
二
二
一
頁
a
f
下
．
，
，
同
文
。

（2
4
）
　
P
i
．
　
I
．
　
p
．
　
8
1
i
‘
、
「
仏
の
こ
と
ば
註
四
』
三
五
七
頁
参
照
。

（
2
5
）
　
、
、
°
I
I
．
　
p
．
　
8
2
，
　
F
仏
の
こ
ヒ
ば
註
O
』
一
五
頁
六
行
目
以
下
参
照
。

（
2
6
）
　
S
ド
ご
゜
P
．
　
8
1
o
，
前
出
書
、
一
五
頁
＝
二
行
目
以
下
参
照
。

（
2
7
）
　
前
川
良
、
六
四
頁
、
註
（
5
2
）
に
近
行
定
と
安
止
定
の
説
明
が
あ
ろ
。

（
8
2
）
　
t
e
k
、
’
p
°
　
2
4
i
5
　
e
s
e
　
e
l
c
e
　
e
k
a
u
h
e
　
s
a
t
n
e
．
．
．
　
S
先
頭
に
あ
る
e
s
e
が
わ
か
ら
な
い
。

　
　
之
ミ
・
司
ミ
泣
版
l
ソ
3
2
f
i
で
は
つ
蓉
Z
O
と
あ
り
、
脚
註
に
O
㏄
？
・
‘
1
’
O
t
l
l
と
あ
る
が
、
こ
れ
も

　
　
不
明
。
今
は
と
り
あ
え
ず
、
e
t
e
．
こ
れ
ら
に
、
・
二
し
／
、
訳
し
て
お
く
。

（2
9
）
竺
三
…
§
P
同
・
三
一
三
’
i
，
　
（
’
I
’
I
）
．
　
t
h
e
　
e
a
「
t
l
i
　
a
s
　
a
n
　
o
h
j
e
c
t
　
（
o
f
　
m
e
d
i
t
a
t
i
o
r
i
）
°

（
3
）
　
k
a
k
k
h
a
l
a
　
C
P
D
．
　
s
o
l
i
d
，
　
d
e
n
s
e
．

（
1
3
）
　
D
h
a
n
ミ
n
a
－
s
a
i
∨
丙
・
ミ
、
°
P
°
2
4
1
～
N
・
蔦
゜
『
南
伝
』
四
五
、
二
．
五
七
頁
に
よ
れ
に
、
三
組
－
こ
は
、

　
　
過
去
、
現
在
、
未
来
の
二
．
所
縁
法
。
三
五
九
頁
、
五
行
目
に
は
「
云
何
が
内
所
縁
法
な
り
や
。

　
　
識
無
辺
処
、
非
想
非
非
想
処
　
　
是
等
が
内
所
縁
法
な
り
」
・
．
」
a
g
r
o
O
　
n
i
i
n
i
t
t
a
－
p
t
i
1
h
；
p
v
l

　
　
も
「
徴
相
の
地
」
と
訳
し
て
み
た
が
、
実
際
に
何
を
指
す
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
禅
定
の

　

深
い
と
こ
ろ
で
の
対
境
か
．
指
す
の
か
、

（
3
2
）
　
註
（
3
1
）
と
同
じ
。

（
3
3
）
　
三
緬
巳
の
遍
知
。
『
仏
の
こ
と
ば
バ
訂
円
』
五
七
八
頁
、
「
訂
（
1
2
）
参
賠
　
。

（3
4
）
　
『
南
伝
』
四
一
、
一
九
一
．
ニ
ー
1
。

（5
3
）
　
マ
、
へ
賜
ニ
l
°
p
°
　
2
8
7
7
°
『
』
用
仁
ム
』
］
ハ
1
・
1
、
　
1
　
一
1
二
頁
．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

五
七


