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み
な

さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
ど
う
も
よ
く
お
出
で
下
さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
う
い
う
高
度
な
学
術
機
関
で
発
表
す
る
機
会
を
与
え
ら

れ

た
、
と
い
う
こ
と
を
大
変
光
栄
に
存
じ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
言
う

こ
と
が
正
し
い
ん
だ
と
思
っ
て
お
聞
き
下
さ
る
と
い
う
よ
り
は
、
あ
い
つ
の
言

う
こ
と
は
ほ
ん
と
か
し
ら
、
と
い
う
ち
ょ
っ
と
ま
ゆ
に
つ
ば
つ
け
て
聞
い
て
下

さ
っ
て
で
す
ね
、
あ
と
で
い
ろ
い
ろ
と
ま
た
こ
批
評
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た

い

と
思
っ
て
ま
す
。

　
私

は
だ
い
た
い
真
宗
の
出
な
も
の
で
す
か
ら
、
U
本
仏
教
を
や
る
と
い
っ
て

も
や
は
り
親
鷺
な
ん
か
を
中
心
に
し
て
い
き
た
い
と
い
う
ふ
う
に
は
思
っ
た
ん

で
す

け
れ
ど
も
、
日
本
の
仏
教
の
主
流
を
な
し
て
い
る
禅
で
も
浄
土
関
係
で
も

日
蓮
宗
で
も
、
み
ん
な
、
み
ん
な
と
い
う
と
言
い
す
ぎ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
、
だ
い
た
い
天
台
宗
か
ら
出
て
い
る
。
天
台
宗
で
若
い
と
き
に
天
台
学
を

勉
強
さ
れ
て
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
あ
と
独
立
し
て
宗
派
を
形
成
す
る
と
い
う
よ

う
な
形
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
日
本
仏
教
に
通
ず
る
本
質

を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
天
台
教
学
の
勉
強
か
ら
し
た
ほ
う
が
い
い
、

と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
、
天
台
の
勉
強
を
す
る
な
ら
ば
、
日
本
に
お
け
る
開
祖

で

あ
る
最
澄
と
い
う
人
の
思
想
か
ら
ち
ょ
っ
と
勉
強
し
て
み
よ
う
か
、
と
思
っ

た

わ
け
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
や
っ
て
み
る
と
、
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
ね
。
何
言
っ
て
い
る
の
か

よ
く
わ
か
ら
な
い
．
．
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
て
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
な
い

よ
う
な
、
と
り
と
め
が
な
く
て
、
ど
う
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と

が

つ
づ
い

た

あ
と
、
そ
れ
で
は
、
ど
こ
が
わ
か
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
わ
か
ら
な

い

の

か
、
い
う
よ
う
な
こ
と
で
視
点
を
変
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
し
て
み
た

わ

け
で
す
。
こ
れ
は
視
点
を
変
え
て
み
る
と
だ
い
た
い
わ
か
っ
て
き
ま
す
ね
。

ど
う
い
う
ふ
う
に
わ
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
で
す
ね
、
こ
れ
は
主
な
著
書
が
大

乗
戒
関
係
と
、
徳
一
と
い
う
そ
の
当
時
会
津
に
い
た
法
相
宗
の
お
坊
さ
ん
と
論

争
す
る
論
争
書
と
い
う
の
が
主
著
な
の
で
す
。
こ
れ
は
最
澄
は
奈
良
が
近
く
で

最
澄

思
想

の
づ“

盾

川

村
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す
か
ら
、
い
ろ
ん
な
機
会
に
奈
良
の
お
坊
さ
ん
と
会
っ
て
、
従
っ
て
、
法
相
宗

に

関
し
て
も
そ
う
い
う
間
で
議
論
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う

け
れ
ど
も
、
直
接
会
っ
て
議
論
を
す
る
と
、
こ
れ
は
あ
と
に
は
残
ら
な
い
、
と

い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
の
と
き
話
を
し
た
っ
き
り
で
消
え
て
し
ま
う
、

と
こ
ろ
が
、
会
津
に
い
た
人
と
の
間
の
論
争
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
う
い

う
直
接
会
っ
て
と
い
う
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
お
．
互
い
に
文
章
を
書
い

て

相
手
の
と
こ
ろ
に
届
け
る
。
そ
れ
は
平
安
の
初
期
に
京
都
の
人
が
会
津
ま
で

書
い
た
文
章
を
届
け
る
、
ま
た
逆
に
会
津
の
人
が
自
分
の
書
い
た
文
章
を
比
叡

山
ま
で
届
け
る
、
と
い
う
の
は
大
変
な
仕
事
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け

れ
ど
も
、
そ
の
わ
り
に
は
短
い
期
間
に
何
回
も
何
回
も
論
難
を
往
復
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
ち
ょ
っ
と
驚
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
そ
う
し
て
会
津

に

い

た

法
相
宗
の
学
者
と
論
争
を
重
ね
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

論
争
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
で
す
ね
、
こ
れ
は
や
は
り
最
澄
の
方
は
基
本

は
天
台
教
学
に
則
っ
て
、
向
こ
う
の
徳
一
の
ほ
う
は
法
相
教
学
の
立
場
で
議
論

を
す
る
、
法
相
教
学
と
天
台
教
学
の
立
場
で
議
論
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
中

心

に
、
中
心
と
言
っ
て
い
い
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
片
方
で
は

そ

う
い
う
伝
統
的
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
論
争
す
る
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
．
、

　

と
こ
ろ
が
、
最
澄
は
で
す
ね
、
そ
う
い
う
伝
統
的
な
天
台
教
学
の
立
場
で
論

争
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
、
白
分
の
考
え
と
い
う
も
の
を
か
な
り
強
く

打

ち
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
自
分
の
考
え
を
出
す
と
こ
れ
は
天
台
教
学
か

ら
少
し
ず
れ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
天
台
教
学
の
立
場
と
そ

れ
か
ら
ず
れ
た
本
人
の
思
想
と
い
う
立
場
と
両
方
が
ミ
ッ
ク
ス
し
て
入
っ
て
い

る
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
．
区
別

し
て
考
え
る
と
、
だ
い
た
い
わ
か
っ
て
く
る
、
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
っ
た
わ

け
で
す
。
そ
れ
で
い
く
つ
か
そ
う
い
う
天
台
教
学
の
立
場
と
最
澄
自
身
の
思
想

の

立

場
と
い
う
の
で
相
違
を
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
て
、
第
一
番
目
に
、
国
宝

に

つ
い

て

の

「
照

干
1
隅
」
と
「
照
千
一
隅
」
と
い
う
の
を
取
り
上
げ
て
み
ま

し
k
）
　
r
．
）（二

）

　

こ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
、
「
照
千
一
隅
」
と
い
う
ふ
う
に
最
澄
自
身
が
書

い

た
も
の
に
は
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
．
、
「
照
干
一
隅
」
と
読
め
ば
こ
れ
は
書

い

た
字
を
そ
の
ま
ま
読
む
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は

r千
」
で
な
く
⊃
r
」
と
い
う
｛
．
＋
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
昔
か
ら
「
照
．
丁
一

隅
」
と
い
う
読
み
方
を
し
て
き
て
る
わ
け
で
す
ね
。
「
照
干
一
隅
」
の
ほ
う
が

書
い
て
あ
る
漢
字
か
ら
い
う
と
無
理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

内
容
か
ら
い
う
と
ど
う
だ
、
思
想
的
な
観
点
か
ら
い
う
と
こ
れ
は
ど
ち
ら
が
正

し
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
私
の
関
心
事
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
で

こ
れ
に
つ
い
て
1
道
心
国
宝
と
、
2
三
．
口
行
国
宝
と
い
う
ふ
う
に
”
’
つ
に
わ
け
ま

し
た
．
。
一
1
は
で
す
ね
、
『
山
家
学
生
式
」
の
六
条
式
（
『
伝
教
大
師
全
集
』
第
一



巻

二
頁
、
以
下
『
伝
全
」
と
略
）
に
一
番
最
初
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
ね
。

「
国
宝
と
は
何
物
ぞ
。
宝
と
は
道
心
な
り
、
道
心
有
る
人
を
名
づ
け
て
国
宝
と

な
す
。
」
と
い
う
こ
と
で
、
国
宝
と
い
う
の
は
道
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が

書
い
て
あ
り
ま
す
。
す
ぐ
次
の
と
こ
ろ
に
で
す
ね
、
別
な
規
定
の
仕
方
が
あ
り

ま
す
．
、
そ
れ
が
〔
2
に
「
古
哲
ま
た
云
わ
く
。
能
く
言
い
て
行
な
う
こ
と
あ
た
わ

ざ
る
は
国
の
師
な
り
。
能
v
行
い
て
言
う
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
は
国
の
用
な
り
．
．

能
く
行
い
能
く
言
う
は
国
の
宝
な
り
」
。
こ
れ
は
言
う
こ
と
も
で
き
る
し
．

従
っ
て
教
学
に
通
じ
て
い
て
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
行
ず
る
こ
と
も
で

き
る
の
が
国
宝
だ
。
と
こ
ろ
が
、
1
1
r
U
う
こ
と
は
で
き
る
、
し
ゃ
べ
る
こ
と
は
で

き
る
け
れ
ど
も
、
行
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
、
と
い
う
の
は
国
師
で
あ

る
。
そ
れ
か
ら
、
行
う
こ
と
は
で
き
る
け
れ
ど
も
、
教
学
に
通
じ
て
い
て
し
ゃ

べ

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ど
う
も
よ
く
で
き
な
い
と
い
う
の
は
国
用
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
両
方
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
の
は
国
賊
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に

書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。

　
そ

こ
で
皆
さ
ん
ど
う
い
う
ふ
う
に
お
考
え
に
な
る
か
、
皆
さ
ん
の
お
考
え
を

聞
き
た
い
で
す
け
ど
、
私
は
、
こ
れ
も
国
宝
で
あ
る
、
言
う
こ
と
も
で
き
る
し
、

行
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
の
が
国
宝
で
あ
る
、
同
じ
国
宝
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
か
ら
、
道
心
あ
る
者
と
、
言
う
こ
と
も
で
き
る
し
行
う
こ
と
も
で
き
る
と

い

う
こ
れ
は
イ
コ
ー
ル
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
こ
れ
は
常
識
で
言

え

ば

両
方
と
も
国
宝
だ
か
ら
道
心
あ
る
者
と
は
言
う
こ
と
も
で
き
る
し
行
う
こ

と
も
で
き
る
と
い
う
の
が
イ
コ
－
ル
で
結
ぶ
と
い
う
の
が
普
通
の
考
え
方
だ
ろ

最
澄
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う
と
思
う
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
私
は
そ
れ
に
対
し
て
疑
問
を
も
っ
た
わ
け
で
す
。

教
理
に
通
じ
て
い
る
だ
け
と
い
う
人
だ
っ
て
道
心
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
さ

と
り
を
求
め
る
心
と
い
う
の
が
あ
る
か
ら
一
生
懸
命
に
な
っ
て
勉
強
し
て
内
容

を
人
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
か
ら
修
行
が
で
き
る
と
い
う
人
だ
っ
て
道
心
が
あ
る
か
ら
修
行
が
で
き
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
。
道
心
が
な
い
人
だ
っ
た
ら
修
行
な
ん
か
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。

同
じ
国
宝
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
道
心
あ
る
も
の
と

い

う
国
宝
の
規
定
は
広
く
て
で
す
ね
、
こ
の
規
定
か
ら
言
う
と
国
宝
と
国
師
と

国
用
と
全
部
、
こ
の
国
宝
の
な
か
に
納
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
の
が
私
の
根
本
的
な
疑
問
の
点
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
こ
れ
に
関
係
す
る
も
の
を
読
ん
で
み
ま
す
と
で
す

ね
、
二
番
日
の
国
宝
、
言
う
こ
と
も
で
き
る
し
行
う
こ
と
も
で
き
る
っ
て
い
う

の

は
、
こ
れ
は
『
摩
’
詞
止
観
』
の
注
釈
書
な
ん
か
に
も
同
じ
こ
と
が
出
て
お
り

ま
し
て
、
天
台
の
い
わ
ば
伝
統
的
な
考
え
方
だ
と
t
l
l
．
r
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
次
の
返
り
点
・
送
り
仮
名
が
つ
い
て
い
る
の
は
『
仏
教
大
系
』
の
『
摩

詞
止

観
」
の
第
三
巻
か
ら
取
っ
た
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み

ま
す
と
、
「
能
く
言
い
て
行
な
う
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
は
国
の
師
な
り
。
能
く
行

い

て

言

う
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
は
国
の
用
な
り
。
能
く
行
い
能
く
言
う
は
国
の
宝

な
り
。
三
品
の
内
た
だ
言
う
こ
と
あ
た
わ
ざ
ず
行
な
う
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
は
国

の

賊
な
り
。
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
山
家
学
生
式
』
の
第
二
番

目
の
解
説
と
そ
の
ま
ま
の
文
章
が
『
摩
詞
止
観
』
の
注
釈
書
の
な
か
に
出
て
い
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る
わ
け
で
す
ね
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
「
春
秋
の
中
の
如
く
ん
ば
斉
の

威
王
の
、
一
卜
四
年
、
魏
王
斉
王
に
問
う
て
曰
く
、
王
に
宝
有
り
や
o
答
う
無
し
。

魏
王
日
v
、
寡
人
の
国
は
小
な
り
と
難
も
、
乃
ち
径
寸
の
珠
卜
枚
有
り
。
車
の

前

後
を
各
十
1
‘
乗
を
照
ら
す
。
何
ぞ
萬
乗
の
国
を
以
て
宝
無
き
や
。
」
そ
う
す

る
と
斉
の
威
王
答
え
て
「
寡
人
の
宝
と
謂
う
は
王
の
宝
と
異
な
る
。
臣
の
檀
子

等
の
如
き
有
り
。
各
々
一
隅
を
守
る
。
即
ち
楚
趙
燕
等
を
し
て
敢
て
轍
す
く
前

ま
ざ
ら
し
む
。
若
し
冠
盗
を
守
れ
ば
（
こ
れ
は
冠
盗
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
元
冠
の
冠
で
す
ね
。
憲
盗
の
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
す
。
大
正
蔵
経
は
憲
に

な
っ
て
お
り
ま
す
）
、
則
ち
路
に
遺
せ
ら
る
る
も
の
を
拾
わ
ず
．
、
」
泥
棒
を
取
り

締
ま
る
と
泥
棒
が
道
に
落
ち
て
い
る
も
の
ま
で
も
拾
わ
な
い
よ
う
に
な
る
と
い

う
わ
け
で
す
ね
。
「
此
れ
を
以
て
将
と
な
せ
ば
、
則
ち
千
里
を
照
ら
す
。
」
と
い

う
こ
と
で
「
一
遇
を
守
り
千
里
を
照
ら
す
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
わ
け
で
す

ね
。
「
登
に
十
二
乗
の
車
の
み
な
ら
ん
や
。
魏
王
暫
て
去
る
．
、
此
れ
即
ち
能
く

説

き
能
く
行
な
う
の
国
宝
な
り
。
」
こ
う
し
v
y
　
F
1
隅
を
守
り
千
里
を
照
ら
す
」

と
い
う
の
は
「
能
く
説
き
能
く
行
な
う
の
国
宝
な
り
」
こ
れ
は
能
く
言
う
こ
と

も
で
き
能
く
行
な
う
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
国
宝
の
例
が
「
照
千
一
隅
」
で
す
。

「
照

千
一
隅
」
と
い
う
言
葉
で
千
里
を
照
ら
し
、
一
隅
を
守
る
、
と
い
う
の
が

も
と
も
と
だ
か
ら
、
こ
れ
は
「
照
子
一
隅
」
で
は
な
く
て
「
照
千
一
隅
」
と
い

う
ふ
う
に
読
む
べ
き
だ
と
い
う
の
が
一
部
の
人
、
た
と
え
ば
木
村
周
照
さ
ん
と

か

薗
田
（
香
融
）
さ
ん
も
そ
う
で
す
か
ね
、
な
ど
の
考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
ね
．
。
そ
れ
で
、
私
は
、
こ
う
し
て
も
と
も
と
こ
う
い
う
「
言
う
こ
と
も

9

で

き
る
し
行
う
こ
と
も
で
き
る
人
を
国
宝
と
な
す
」
と
い
う
の
が
、
一
隅
を
守

り
千
里
を
照
ら
す
と
い
う
人
な
の
だ
と
い
う
天
台
宗
の
伝
統
的
な
考
え
方
で
す

ね
。
も
し
そ
の
国
宝
の
道
心
と
こ
の
国
宝
の
言
、
口
う
こ
と
も
行
う
こ
と
も
で
き
る

と
い
う
の
が
イ
コ
ー
ル
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
こ
れ
は
「
照
千
↓
隅
」
千
里
を
照

ら
し
一
隅
を
守
る
と
い
う
の
が
正
し
い
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
が
、
私
は
道

心

あ
る
人
っ
て
い
う
も
の
は
国
宝
に
も
な
る
し
国
師
に
も
な
る
し
国
用
に
も
な

る
し
、
い
つ
も
こ
の
人
た
ち
が
道
心
あ
る
人
だ
と
い
う
ふ
う
に
内
容
か
ら
い
う

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

　

そ
う
す
る
と
、
2
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
T
に
あ
て
は
め
て
い
い

か
、
と
い
う
問
題
が
私
に
は
起
こ
る
、
と
い
え
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
で
考
え

て

み

ま
す
と
、
こ
の
最
澄
が
1
1
1
．
：
う
と
こ
ろ
の
国
宝
、
国
師
、
国
用
、
国
賊
と
い

う
の
に
わ
か
れ
る
の
は
最
澄
は
ト
ニ
年
間
山
で
寵
山
さ
せ
る
、
受
戒
し
た
あ
と

十
二
年
間
は
山
で
籠
も
っ
て
学
問
と
修
行
を
さ
せ
る
、
前
半
の
六
年
は
学
問
中

心
で

修
行
を
添
え
る
、
後
半
の
六
年
は
修
行
中
心
で
学
問
を
添
え
る
、
と
い
う

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
十
二
年
間
の
学
問
・
修
行
の
結
果
と
し
て
で
す
ね
、
こ

れ
は
結
果
と
し
て
国
宝
、
国
師
、
国
用
と
い
う
の
に
わ
か
れ
て
い
く
．
、
国
賊
と

い

う
ん
で
す
か
ら
、
こ
の
国
宝
の
な
か
に
入
れ
る
の
は
ち
ょ
っ
と
無
理
だ
ろ
う

と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
十
二
年
間
籠
山
修
行
の
結
果
の
話

で

す
。
道
心
あ
る
も
の
を
国
宝
と
な
す
、
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
受

戒
し
た
と
き
の
こ
れ
か
ら
学
問
を
籠
山
修
行
を
は
じ
め
ま
す
と
い
う
段
階
で
菩

薩
戒
を
受
け
て
こ
れ
か
ら
学
問
を
し
ま
す
と
い
う
と
き
の
段
階
の
、
受
戒
し
た



人
た

ち
を
殆
ど
全
部
道
心
あ
る
も
の
と
し
て
国
宝
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
見
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
今
の
・
2
．
の
言
行
国
宝
と
い
う
と
こ
ろ
、
「
凡
そ
両
業
の
学
生
、
　
。
卜

．

．

年
所
修
所
学
業
に
随
い
て
任
用
す
。
能
く
行
い
能
く
言
う
は
常
に
山
中
に
住

し
て
衆
の
首
と
な
し
国
の
宝
と
な
す
。
能
く
言
い
て
能
く
行
な
う
こ
と
あ
た
わ

ざ
る
は
国
の
師
と
な
し
、
能
く
行
い
て
能
く
言
う
こ
と
あ
た
わ
ざ
れ
ば
国
の
用

と
な
す
。
」
こ
れ
は
今
申
し
上
げ
た
と
お
り
十
二
年
間
学
問
修
行
し
た
結
果
と

し
て
両
方
と
も
よ
く
で
き
る
人
も
い
る
、
あ
る
い
は
修
行
は
優
れ
て
い
る
け
れ

ど
も
学
問
は
そ
こ
そ
こ
だ
、
逆
に
学
問
に
は
非
常
に
優
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
修

行
は
あ

ま
り
優
れ
な
か
っ
た
と
い
う
人
に
わ
か
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う

い

う
ふ
う
に
わ
か
れ
る
の
は
十
二
年
籠
山
修
行
の
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が

で

き
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
前
の
〔
4
道
心
国
宝

と
い
う
の
は
で
す
ね
、
「
凡
そ
大
乗
の
類
は
、
即
ち
得
度
の
年
に
佛
子
戒
を
授

け
て
菩
薩
僧
と
な
し
、
其
の
戒
牒
に
は
官
印
を
請
わ
ん
。
大
戒
を
受
け
已
れ
ば

叡
山
に
住
せ
し
め
て
、
一
十
．
一
年
山
門
を
出
で
ず
両
業
を
修
学
せ
し
め
ん
。
」

両
業
と
い
う
の
は
止
観
業
と
遮
那
業
で
す
が
、
こ
う
し
て
得
度
し
て
受
戒
し
た

も
の
を
菩
薩
僧
と
な
す
、
と
い
う
規
定
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
次
に
引
用
し
て

い

る
も
の
で
は
、
「
誠
に
願
わ
v
ば
、
大
口
本
国
天
台
の
両
業
に
菩
薩
戒
を
授

け
て
以
て
国
宝
と
な
す
。
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
ね
．
、
こ
の
場
合

の

国
宝
は
菩
薩
戒
を
授
け
て
国
宝
と
な
す
と
い
う
場
合
の
国
宝
で
、
ど
ち
ら
の

国
宝
か
と
い
う
問
題
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
私
は
菩
薩
戒
を
受
け
て
こ

最
澄
思
想
の
．
小
盾
（
川
村
J

れ
か
ら
修
行
を
は
じ
め
る
と
い
う
人
は
道
心
あ
る
人
で
あ
っ
て
、
道
心
あ
る
人

を
も
っ
て
国
宝
と
な
す
、
と
い
う
の
が
菩
薩
僧
で
あ
り
こ
の
意
味
で
の
国
宝
で

あ
る
と
思
い
ま
す
ね
．
。

　
従
っ
て
、
国
宝
論
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
で
す
ね
、
受
戒
し
た
段
階
で

道
心
を
も
っ
た
国
宝
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
る
者
が
、
十
二
年
間
籠
山

修
行
し
た
結
果
と
し
て
言
う
こ
と
も
行
う
こ
と
も
で
き
る
国
宝
、
言
う
こ
と
だ

け
で
き
る
国
師
、
行
う
こ
と
だ
け
で
き
る
国
用
と
い
う
者
に
わ
か
れ
て
い
く
と

い

う
こ
と
で
、
一
方
は
籠
山
の
最
初
の
段
階
の
人
の
こ
と
を
言
う
し
、
他
方
は

籠
山
を
し
終
わ
っ
た
人
の
こ
と
を
言
っ
て
い
て
、
そ
し
て
こ
の
籠
山
し
終
わ
っ

た
人
の
こ

と
に
つ
い
て
国
宝
、
国
師
、
国
用
、
　
－
－
国
賊
っ
て
い
う
の
は
、
受

戒

し
て
も
で
す
ね
、
な
ん
の
た
め
に
受
戒
し
た
か
っ
て
い
う
と
、
自
分
が
お
坊

さ
ん
に
な
れ
ば
飯
が
食
え
る
か
ら
と
か
、
人
に
ほ
め
ら
れ
る
と
か
、
名
誉
が
あ

る
と
か
、
利
益
が
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
、
い
わ
ば
邪
心
を
も
っ
て
受
戒
を
す

る
と
い
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
ね
。
ご
承
知
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
最
初

は
天
台
宗
で
受
戒
し
て
天
台
宗
で
お
坊
さ
ん
の
資
格
を
と
っ
て
、
資
格
を
取
る

と
す
ぐ
奈
良
の
法
相
宗
や
な
ん
か
に
移
っ
て
し
ま
う
と
い
う
人
が
続
出
し
た
わ

け
で
す
ね
。
こ
う
い
う
人
は
お
そ
ら
く
最
初
か
ら
天
台
学
を
勉
強
し
よ
う
天
台

宗
の

修
行
を
し
よ
う
と
思
っ
て
や
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
と
に
か
く
お
坊
さ
ん

に

な
る
っ
て
の
は
難
し
い
、
そ
れ
で
奈
良
で
た
と
え
ば
法
相
宗
で
も
一
年
に
二

名
し
か
お
坊
さ
ん
の
枠
が
な
い
、
三
論
も
二
名
だ
、
華
厳
も
二
名
だ
、
倶
舎
と

か

成
実
宗
は
一
名
ず
つ
だ
、
法
相
宗
は
最
も
盛
ん
な
宗
派
で
す
か
ら
、
こ
れ
の

九
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二
名
の
枠
に
入
る
っ
て
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
。
　
1
番
や
さ
し
い
入
り
や
す

い

の

は

や

は
り
新
し
い
天
台
宗
で
そ
の
一
．
名
の
中
に
入
る
っ
て
の
は
や
さ
し
い

で

し
ょ
う
ね
、
そ
れ
で
、
最
初
天
台
宗
の
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
お
い
て
、
お
坊

さ
ん
の
資
格
が
得
ら
れ
た
ら
す
ぐ
奈
良
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て
天
台
に
と
ど
ま
ら

な
い
、
と
い
う
よ
う
な
人
が
い
る
。
あ
あ
い
う
の
が
い
く
ら
受
戒
し
て
も
道
心

が

あ
る
か
ら
受
戒
し
た
と
い
う
よ
り
は
道
心
な
く
し
て
受
戒
し
て
形
だ
け
受
戒

し
た
の
で
国
賊
だ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
人
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
い
ま
す
。

　
で
す
か

ら
、
ト
一
．
年
間
の
最
初
の
段
階
と
最
後
の
段
階
と
に
国
宝
が
分
れ
る
。

こ
う
い
う
受
戒
し
た
者
は
道
心
あ
る
国
宝
だ
と
い
う
の
は
こ
れ
は
最
澄
自
身
の

独

特
の
考
え
方
だ
、
と
い
う
こ
と
が
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て

い

ま
す
。
2
の
国
宝
の
例
と
し
て
地
方
の
首
長
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
エ

の

国
宝
は
国
を
守
る
気
概
の
あ
る
人
な
ら
一
庶
民
に
至
る
迄
国
宝
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
で
す
、
t
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
「
千
」
を
「
．
丁
」
と
見
る
可
能
性

が

福
井
康
順
博
十
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
二
隅
を
照
ら
す
」
の

が
国
宝
と
い
う
の
が
、
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
私
は
考
え
ま
す
．
．

　

こ
の
考
え
方
で
一
番
問
題
に
な
る
の
は
、
国
宝
、
国
師
、
国
用
全
部
を
ひ
っ

く
る
め
て
こ
こ
で
道
心
あ
る
国
宝
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
い
か
ど
う
か
と
い

う
そ
の
点
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
お
考
え
に
な
る
か
い
ろ
い
ろ
と
お
聞
か
せ
願
え

れ
ば

あ
り
が
た
い
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思
う
ん
で
す
。

　
た

だ

こ
う
い
う
最
澄
自
身
の
考
え
方
と
天
台
の
伝
統
的
な
考
え
方
と
い
う
両

方
が
立
て
て
あ
る
っ
て
い
う
の
が
こ
れ
は
こ
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
て
い
う
ん

／、

な
と
こ
ろ
で
そ
う
い
う
も
の
が
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
ん
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

C
l
l
）

　
そ

れ

で

第
二
番
目
と
し
て
、
「
直
道
」
と
r
迂
廻
道
」
と
い
う
項
目
を
挙
げ

て

み

ま
し
た
。
「
直
道
」
っ
て
い
う
の
は
ま
っ
す
ぐ
な
道
で
す
。
ま
っ
す
ぐ
な

道
で
す

か

ら
、
目
的
地
へ
行
く
最
短
距
離
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
．
一
修
行
を

す

る
場
合
に
、
ま
っ
す
ぐ
な
最
短
距
離
で
修
行
を
す
る
か
、
「
迂
廻
道
」
と
い
っ

て

遠
回
り
の
道
を
修
行
し
て
い
く
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
っ
て
、
も
う
1
つ
は

歴
劫
道
と
言
い
ま
し
て
、
非
常
に
時
間
の
か
か
る
道
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、
直

道
に

迂
廻
道

お
よ
び
歴
劫
道
と
い
う
も
の
を
対
立
さ
せ
て
、
最
澄
は
直
道
で
行

く
の
だ
と
い
う
こ
と
を
．
一
、
、
口
っ
て
い
る
わ
け
で
す
．
．
直
道
と
迂
週
道
と
い
う
の
で

は
ど
う
い
う
差
が
あ
る
か
と
い
う
と
で
す
ね
、
例
の
火
宅
の
喩
え
を
引
き
ま
す

と
、
火
宅
の
喩
え
と
は
火
事
に
か
か
っ
て
い
る
家
が
あ
る
、
そ
の
中
に
二
十
子

と
か
三
十
子
と
か
子
供
が
い
る
、
子
供
を
門
の
外
に
出
す
た
め
に
お
父
さ
ん
の

長
者
は
、
羊
鹿
牛
車
、
羊
の
ひ
く
車
を
あ
げ
る
よ
、
小
さ
な
1
1
供
だ
っ
た
ら
羊

の

牽
く
車
は
ち
ょ
う
ど
い
い
と
思
っ
て
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ

か

ら
鹿
の
牽
く
車
．
、
中
ぐ
ら
い
の
子
供
だ
っ
た
ら
鹿
の
牽
く
車
が
か
っ
こ
よ
く

て

い

い

と
い
っ
て
こ
れ
が
欲
し
い
と
思
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
．
、
大
き
な
子

供
に

な
る
と
牛
の
牽
く
車
は
一
番
力
が
強
い
か
ら
そ
れ
が
欲
し
い
と
思
っ
て
、



子

供
は
羊
鹿
牛
車
を
あ
げ
る
と
い
っ
た
長
者
の
言
葉
に
引
き
ず
ら
れ
て
そ
れ
で

外
に

出
て
く
る
と
い
い
ま
す
ね
。
羊
車
と
い
う
の
は
声
聞
乗
、
鹿
車
と
い
う
の

は

縁
覚
乗
、
牛
車
は
菩
薩
乗
。
声
聞
の
教
え
が
一
番
小
さ
な
子
供
に
は
わ
か
り

や

す

く
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
縁
覚
の
教
え
、
菩
薩
の
教
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の

子
供
に

適

当
し
た
教
え
を
教
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
こ
う
い
う

の

を
随
他
意
と
い
い
ま
す
．
．
他
の
心
に
随
う
、
他
の
心
っ
て
い
う
の
は
聞
い
て

い

る
人
の
心
で
す
ね
。
聞
い
て
い
る
人
が
レ
ベ
ル
が
低
い
ん
だ
と
声
聞
乗
を
与

え

る
、
中
ぐ
ら
い
だ
と
縁
覚
乗
を
与
え
る
、
菩
薩
乗
を
与
え
る
、
と
い
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
相
手
に
ふ
さ
わ
し
い
車
を
あ
げ
る
よ
と
い
っ
て
子
供
を
門
の
外
へ

出
す
。
こ
れ
は
方
便
だ
。
随
他
意
の
教
え
と
い
う
の
は
方
便
の
教
え
で
あ
る
。

そ

れ

に

対
し
て
実
際
に
は
大
白
牛
車
と
い
う
1
つ
の
車
だ
け
を
用
意
し
て
お
い

て

羊
車
が
欲
し
い
と
思
っ
て
き
た
子
供
も
大
白
牛
車
に
乗
せ
る
、
鹿
車
が
欲
し

い

と
思
っ
て
き
た
子
供
も
大
白
牛
車
に
乗
せ
る
、
牛
車
が
欲
し
い
と
思
っ
て
る

の

も
大
白
牛
車
に
乗
せ
る
、
と
い
う
の
で
、
こ
れ
は
全
部
を
同
一
の
車
に
乗
せ

て

宝

処
へ
導
い
て
い
っ
た
と
い
う
の
が
『
法
華
経
」
に
書
い
て
あ
る
火
宅
の
喩

え

で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
う
も
の
を
最
澄
は
迂
　
道
、
回
り
道
だ
、
と
い
う
わ
け

で

す
。
い
っ
た
ん
小
乗
仏
教
な
ど
の
教
え
を
受
け
て
そ
れ
に
引
か
れ
て
外
へ
出

な
が
ら
そ
の
あ
と
で
一
乗
の
思
想
の
車
に
乗
っ
て
目
的
地
へ
行
v
o
こ
れ
は
回

り
道
を
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
聖
徳
太
子
な
ん
か
は
『
法
華
経
」
の

本
文
に
書
い
て
あ
る
も
の
を
批
判
し
て
い
る
所
が
あ
る
と
い
う
の
が
よ
く
い
わ

最

澄
思
想

の

矛
盾
（
田
村
｝

れ
ま
す
け
ど
、
最
澄
も
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
迂

週
道

な
ん
だ
、
回
り
道
な
ん
だ
、
も
う
日
本
で
は
末
法
近
く
に
あ
る
、
末
法
が

近
い
時
代
に
入
っ
て
い
る
か
ら
こ
ん
な
回
り
道
は
し
て
い
ら
れ
な
い
ん
だ
、
ま
っ

す
ぐ
目
的
地
に
行
く
と
い
う
道
を
日
本
で
は
採
用
す
べ
き
な
の
だ
。
ま
っ
す
ぐ

行
く
と
い
う
の
は
な
に
か
っ
て
い
う
と
で
す
ね
、
こ
ん
な
門
外
の
三
車
っ
て
い

う
方
便
は
使
わ
な
い
の
だ
、
は
じ
め
か
ら
大
白
牛
車
一
台
だ
け
用
意
し
て
お
い

て
、
燃
え
て
い
る
家
の
と
こ
ろ
に
直
接
大
白
牛
車
を
つ
け
た
ら
い
い
、
燃
え
て

い

る
家
の
な
か
か
ら
子
供
た
ち
を
直
接
家
に
つ
け
た
大
白
牛
車
に
乗
せ
て
い
っ

た

ら
い
い
、
し
か
も
こ
の
大
白
牛
車
で
目
的
地
に
行
く
っ
て
い
う
の
は
こ
れ
だ

と
最
初
か
ら
一
乗
の
車
に
乗
る
ん
で
す
か
ら
ま
っ
す
ぐ
な
道
で
す
。
し
か
も
こ

れ
は
飛
行
無
擬
道
と
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
に
最
初
か

ら
乗
っ
て
い
く
道
は
飛
ん
で
い
く
道
だ
、
飛
ん
で
い
く
な
ん
に
も
邪
魔
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
道
で
す
。
燃
え
て
い
る
家
に
大
白
牛
車
を
直
接
家
の
と
こ
ろ
に
つ

け
て
．
＋
供
を
乗
せ
て
飛
ん
で
目
的
地
に
着
け
ば
こ
れ
は
ま
っ
す
ぐ
な
道
だ
し
、

一
番
早
い
道
だ
。
日
本
は
も
う
末
法
が
近
い
か
ら
回
り
道
な
ん
て
し
て
い
る
よ

う
な
余
裕
は
な
い
ん
だ
。
最
初
か
ら
も
う
大
白
牛
車
に
乗
せ
て
目
的
地
に
つ
れ

て

い

v
、
と
い
う
道
を
採
用
す
る
し
か
し
よ
う
が
な
い
の
だ
。

　

こ
の
直
道
の
内
容
と
し
て
は
、
果
分
の
法
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教

の

教
え
の
な
か
に
は
果
分
、
結
果
の
部
分
と
書
き
ま
す
け
ど
、
さ
と
り
の
法
そ

の

も
の
を
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
仏
教
全
体
を
最
澄
は
論
宗
と
経
宗
と
い

う
ふ
う
に
わ
け
ま
す
ね
．
、
論
を
中
心
に
す
る
宗
派
、
こ
れ
は
三
論
宗
な
ん
か
だ

J
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と
『
中
論
」
・
『
百
論
』
・
『
卜
、
．
門
論
」
、
論
を
基
礎
に
し
ま
す
ね
．
法
相
宗
な

ん

か

は
『
成
唯
識
論
」
と
い
う
論
を
中
心
に
し
て
い
る
、
と
見
て
い
く
わ
け
で

す
。
『
成
実
論
』
と
か
『
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
」
、
論
を
中
心
に
す
る
宗
派
．
、
そ
れ

か

ら
華
厳
宗
、
法
華
宗
の
よ
う
に
お
経
を
中
心
に
し
て
お
経
に
よ
る
宗
派
も
あ

る
。
論
に
よ
る
宗
派
と
お
経
に
よ
る
宗
派
を
比
べ
る
と
、
お
経
が
根
本
な
の
だ
、

論

は
お
経
に
対
す
る
研
究
書
で
し
か
な
い
．
．
し
た
が
っ
て
論
宗
と
経
宗
と
い
う

の

を
比
べ
る
と
経
宗
が
上
な
の
だ
、
根
本
な
の
だ
、
論
宗
は
末
な
の
だ
、
と
い

う
わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
、
お
経
の
宗
派
の
な
か
に
も
華
厳
宗
と
天
台
法
華
宗

と
あ
る
。
華
厳
と
法
華
と
ど
ち
ら
が
上
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
．
、
最
澄
は
華

厳
宗
で
は
、
因
分
可
説
・
果
分
不
可
説
と
い
う
学
問
修
行
し
て
さ
と
り
を
得
る

と
い
う
原
因
の
部
分
、
人
間
が
修
行
す
る
原
因
の
部
分
は
説
く
こ
と
が
で
き
る

け
れ
ど
も
、
果
分
す
な
わ
ち
仏
自
身
の
あ
り
か
た
と
い
う
の
は
説
く
こ
と
が
で

き
な
い
の
だ
、
と
い
う
の
が
華
厳
教
学
の
根
本
的
な
考
え
方
だ
．
、
そ
れ
に
対
し

て

天
台
法
華
宗
は
最
初
か
ら
果
分
の
法
を
示
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
、

あ
ら
ゆ
る
宗
派
の
な
か
で
天
台
法
華
宗
が
最
高
の
教
え
な
の
だ
。
最
初
か
ら
最

高
の
教
え
で
あ
る
果
分
の
法
と
い
う
の
に
乗
っ
て
、
さ
と
り
を
求
め
る
の
が
、

こ
れ
が
「
末
法
太
だ
近
き
に
有
り
」
、
と
い
う
場
合
の
さ
と
り
の
求
め
方
な
の

だ
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
を
最
澄
は
も
つ
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
読
ん
で
み
ま
す
と
、
『
守
護
国
界
章
」
止
観
に
つ

い

て

の

議
論
の
中
に
直
道
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
直
道
は
相
手
の
徳
一
の

書
い
た
『
止
観
論
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
批
判
し
な
が
ら
自
分

八

の

考
え
方
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
徳
一
の
『
止
観
論
」
っ
て
い

う
の
は
大
変
お
も
し
ろ
い
本
で
す
ね
．
。
徳
一
は
最
澄
と
論
争
し
ま
す
け
れ
ど
も
、

い

わ
ゆ
る
教
理
論
争
の
と
こ
ろ
で
は
、
徳
1
は
伝
統
的
な
法
相
教
学
に
そ
の
ま

ま
乗
っ
て
論
争
を
展
開
し
ま
す
．
．
と
こ
ろ
が
修
行
論
に
な
る
と
、
徳
一
は
自
分

で
修
行
論

と
い
う
の
を
作
っ
た
の
で
す
ね
。
ど
う
や
っ
て
作
っ
た
か
っ
て
い
う

と
、
「
「
楡
伽
師
地
論
』
と
い
う
百
巻
の
本
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
百
巻
の
本

の

文
章
の
な
か
か
ら
適
当
と
思
わ
れ
る
文
章
を
引
用
し
て
き
て
拾
い
あ
げ
て
き

て
、
1
つ
の
修
行
の
し
か
た
の
論
と
い
う
の
に
ま
と
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
普
通
の
中
国
・
U
本
に
お
け
る
法
相
宗
の
修
行
論
と
は
異
な
っ

た

も
の
が
で
き
て
い
る
。
こ
の
修
行
論
の
中
核
に
な
っ
て
い
る
観
念
に
、
如
所

有
性
、
蒜
所
有
性
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
如
所
有
性
と
い
う
の
は
真
如
そ
の

も
の
、
講
所
有
性
と
い
う
の
は
現
象
に
つ
い
て
の
研
究
で
す
。
真
如
の
研
究
と

現
象
の
研
究
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん

け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
蓋
所
有
性
、
如
所
有
性
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
『
喩
伽

師
地
論
」
の
文
章
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
な
が
ら
説
明
し
て
い
く
と
い
う
と
こ
ろ

に

非
常
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
．
、
つ
い
で
に
い
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
中
国
・

日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
概
念
で
す
け
れ
ど
も
、
チ
ベ
ッ
ト
の

仏

教
は
蓋
所
有
性
、
如
所
有
性
を
中
心
に
し
て
い
る
ん
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
言
葉
は
イ
ン
ド
の
『
楡
伽
師
地
論
』
の
中
に
出
て
き
て
そ
れ
を
チ
ベ
ッ
ト

仏
教
も
取
り
入
れ
て
、
大
き
く
中
心
の
概
念
に
し
て
い
る
。
日
本
で
は
徳
l
が



そ

れ

を
取
り
あ
げ
て
止
観
論
の
中
核
に
備
え
て
い
る
と
い
う
の
で
、
こ
れ
は
徳

一
は

会
津
の
ほ
う
で
中
央
か
ら
離
れ
た
そ
の
当
時
で
い
え
ば
辺
地
に
い
た
わ
け

で

し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
と
共
通
す
る
も
の
を
作
っ
て
い
る
っ

て

い

う
の
で
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
論
で
す
。
こ
の
論
は
だ
い
た
い
v
l
分
の
，
．

ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
は
『
声
聞
地
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
多
く
文
章
を
採
用
し
て

い

る
の
で
す
。
後
半
の
一
．
一
分
の
一
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
は
『
菩
薩
地
』
と
い
う
と

こ
ろ
か
ら
多
く
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
徳
一
自
身
が
書
い
て
お
り
ま
し
て
、

以
上
は

『
声
聞
地
』
中
心
な
の
だ
、
以
下
は
『
菩
薩
地
」
中
心
な
の
だ
、
と
書

い

て

い

る
。
実
は
そ
の
書
き
方
に
間
違
い
が
あ
っ
て
で
す
ね
、
そ
れ
は
厳
し
く

最
澄
は

決
め

つ
け

て

ま
す
け
れ
ど
も
、
実
際
に
「
楡
伽
師
地
論
』
の
文
章
の
こ

こ
の
文
章
が
こ
こ
に
来
て
こ
こ
の
文
章
が
こ
こ
に
来
て
い
る
と
い
っ
て
、
1
つ

一
つ
文
章
を
対
照
し
て
い
く
と
、
前
半
は
『
声
聞
地
」
中
心
、
後
半
は
『
菩
薩

地
』
中
心
と
い
う
の
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
う
い
う
文
章
を
書
い
て
止
観
を
実
際

に

や

っ

て

い

た

わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
『
止
観
論
」
の
な
か
に
空
閑
地
、
空
閑
の
場
所
で
修
行
を
す
る
、
と

い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
空
閑
地
っ
て
い
う
の
は
餌
毒
コ
コ
ロ
の
訳
で
す
ね
。
実

際
に
徳
1
が
住
ん
で
い
た
慧
日
寺
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
っ
て
み
ま
す
と
、
民
家

が

あ
っ
て
、
そ
の
民
家
の
は
ず
れ
の
と
こ
ろ
の
い
わ
ば
森
の
な
か
に
徳
一
の
住

寺
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
．
。
こ
れ
は
考
古
学
者
が
発
掘
し
て
、

金
堂
の
あ
と
を
見
つ
け
て
、
去
年
で
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
町
が
そ
れ
を
顕

彰
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
奈
良
時
代
式
の
金
堂
を
建
て
ま
し
た
ね
。
こ
れ
は
文

最
澄
思
想
の
矛
盾
（
田
村
）

科

省
も
文
化
財
保
護
の
立
場
で
資
金
援
助
し
て
、
朱
塗
の
き
れ
い
な
す
ば
ら
し

い

建
物
が
で
き
て
ま
す
。
あ
れ
だ
け
町
が
一
生
懸
命
に
な
っ
て
文
化
財
保
護
で
、

実

際
に
は
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
建
物
を
造
る
と
い
う
の
は
例
外
的
で
は
な

い

か
、
し
か
も
そ
れ
に
つ
け
て
本
を
発
行
し
ま
し
た
ね
。
『
徳
一
菩
薩
と
慧
日

寺
』
第
一
輯
。
そ
れ
か
ら
今
度
第
、
．
輯
を
作
る
っ
て
い
て
、
ま
た
「
徳
一
菩
薩

と
慧
日
寺
』
っ
て
い
う
本
を
そ
の
う
ち
町
当
局
が
発
行
す
る
、
と
い
う
よ
う
な

こ
と
で
、
非
常
に
力
を
入
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く

修
行
論
の
な
か
に
空
閑
地
習
①
ヨ
①
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
剖
o
呂
p
と
い
う

言
葉
に

ふ

さ
わ
し
い
と
こ
ろ
に
徳
一
が
お
寺
を
構
え
て
い
た
と
い
う
の
が
わ
か

り
ま
す
。
奈
良
時
代
の
山
修
の
場
所
っ
て
い
う
の
で
有
名
な
吉
野
の
比
蘇
寺
と

い

う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
「
比
蘇
は
自
然
智
な
る
を
や
」
と
最
澄
は
い
っ
て
て

比
蘇
寺
で
修
行
す
る
と
自
然
智
が
得
ら
れ
る
、
国
史
の
学
者
の
な
か
に
は
自
然

智
宗
な
ど
と
い
う
名
前
を
つ
け
て
い
る
人
も
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
自
然
智

宗
は
大
反
対
な
ん
で
す
ね
。
あ
あ
い
う
も
の
を
宗
と
い
う
名
前
を
つ
け
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
奈
良
時
代
の
宗
派
と
は
テ
キ
ス
ト
中
心
な
ん

で

す
。
三
論
を
中
心
に
し
て
三
論
宗
、
『
倶
舎
論
』
を
中
心
に
し
て
倶
舎
宗
、

『
成
実
論
』
を
勉
強
す
る
成
実
宗
、
法
相
宗
は
成
唯
識
論
宗
と
は
い
い
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
華
厳
宗
は
『
華
厳
経
』
を
勉
強
す
る
と
い
う
、
だ
い
た
い
テ
キ
ス

ト
の
名
前
を
宗
派
の
名
前
に
し
て
い
る
の
が
、
奈
良
時
代
の
宗
派
で
す
か
ら
、

自
然
智
宗
な
ん
て
い
う
宗
な
ん
か
あ
る
も
ん
か
、
と
私
は
思
う
ん
で
す
ね
。
自

然
智
宗
な
ん
て
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
で
も
吉
野
の
比
蘇
寺
に
こ
も
っ
た
人
で
も

九
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道
磨
と
人
が
入
っ
て
い
る
、
こ
の
人
は
だ
い
た
い
禅
宗
で
す
し
ね
、
神
叡
と
い

う
人
が
入
っ
て
い
る
、
こ
の
人
は
法
相
宗
で
、
宗
派
は
そ
れ
ぞ
れ
別
に
あ
る
ん

で

す
ね
。
自
然
智
宗
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
た
だ
山
の
中
に
入
っ
て
修
行
す

る
と
い
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
比
蘇
寺
の
場
所
も
、
実
際
に
は
吉
野
山
の
な

か

で

は
な
い
で
す
ね
、
吉
野
山
に
入
る
手
前
に
川
が
流
れ
て
い
て
、
川
の
手
前

に

大
淀
町
と
い
う
町
が
あ
り
ま
す
．
．
こ
れ
は
奈
良
か
ら
南
へ
行
く
と
、
大
淀
町

に

入

る
と
丘
っ
て
い
う
ほ
ど
高
く
も
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
平
坦
地
が
森
に

な
っ
て
そ
の
森
の
は
ず
れ
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
今
は
世
尊
寺
っ
て
い
う
曹
洞

宗
の
お
寺
に
な
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
パ
ラ
パ
ラ
と
家
が
あ
る
、
と

い

う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
す
ね
．
、
ち
ょ
う
ど
徳
一
の
慧
口
寺
と
自
然
智
の
比
蘇
寺

と
同
じ
よ
う
な
感
じ
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
鋼
「
〔
5
日
と
い
わ
れ

る
の
は
イ
ン
ド
で
い
う
と
祇
園
精
舎
が
そ
う
い
う
ふ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
例
が

あ
り
ま
す
ね
。
祇
園
精
舎
は
舎
衛
国
と
い
う
国
、
こ
れ
は
舎
衛
城
と
い
う
と
こ

ろ
、
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
高
い
丘
の
上
に
あ
り
ま
す
ね
．
。
そ
の
丘
を
下
る
と
た
ん

ぼ

が

あ
っ
て
、
そ
し
て
た
ん
ぼ
の
は
ず
れ
の
と
こ
ろ
に
、
丘
っ
て
い
う
ほ
ど
高

V
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
ん
ぼ
よ
り
は
ち
ょ
っ
と
高
台
が
あ
っ
て
、
そ

し
て
そ
こ
が
祇
園
精
舎
で
す
ね
。
パ
ー
リ
語
の
文
献
の
な
か
に
そ
れ
は

習
父
コ
コ
o
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
る
場
所
も
あ
る
と
い
う
ん
で
、
徳
一
な
ん

か

の

い
た

と
こ
ろ
を
見
る
と
や
っ
ぱ
り
本
人
が
作
っ
た
修
行
論
の
と
お
り
の
場

所
に

お

寺
が
作
っ
て
あ
っ
て
、
修
行
を
や
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う

に

思
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
最
澄
は
、
禅
定
堅
固
の
時
代
な
ら
ば
こ
の
修
行

論
で

い

い

だ

ろ
う
、
し
か
し
今
は
末
法
が
近
い
の
だ
、
と
い
う
わ
け
な
ん
で
す

ね
f
）
こ
れ
は
禅
定
堅
固
と
か
、
あ
と
で
最
澄
自
身
が
書
い
た
も
の
の
な
か
に
も

出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ご
承
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
末
法
思
想
の
な
か
に
五
五
百
歳
説
、
あ
る
い
は
よ
く
後
の
五
百
歳
と
い
う

表
現
が
川
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
て

か

ら
、
最
初
の
う
ち
は
、
こ
れ
は
解
脱
堅
固
、
し
っ
か
り
と
さ
と
る
こ
と
が
で

き
る
、
そ
れ
か
ら
第
二
番
目
の
五
百
年
、
こ
れ
が
禅
定
堅
固
で
あ
る
。
座
禅
を

み

ん

な
し
っ
か
り
や
る
時
代
。
そ
れ
か
ら
次
は
読
諦
多
聞
堅
固
、
そ
れ
か
ら
四

番
目
が
多
造
塔
寺
堅
固
、
そ
れ
か
ら
五
番
目
が
闘
謹
堅
固
、
争
い
が
大
き
く
な

る
時
代
、
と
い
う
こ
と
で
五
百
年
ご
と
に
仏
教
が
衰
え
て
い
く
と
い
う
五
五
百

歳
説
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
あ
て
は
め
て
、
こ
れ
が
最
初
の
五
百
年
、

こ
れ
が
次
の
五
百
年
、
禅
定
堅
固
の
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
5
0
1
年

か

ら
6
0
0
年
ま
で
の
禅
定
堅
固
の
時
代
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
書
い
た

『
止
観

論
』
も
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
今
は
も
う
末
法
が
甚
だ
近
き
に

あ
る
、
ほ
と
ん
ど
末
法
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
、
こ
の
時
代
に
入
っ
て
い
る
と

き
に
あ
な
た
み
た
い
な
『
止
観
論
』
を
作
っ
て
も
こ
れ
は
も
う
役
に
立
た
な
い

ん

だ
、
こ
の
時
代
に
役
に
立
つ
法
は
飛
行
無
擬
道
で
直
接
大
白
牛
車
に
乗
る
、

果
分
の
法
、
『
法
華
経
』
に
示
さ
れ
て
い
る
仏
の
さ
と
り
の
法
、
随
自
意
の
法

に

最
初
か
ら
乗
っ
て
さ
と
り
に
行
く
と
い
う
道
が
今
現
在
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら

れ

た

道

な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
ま
で
前
提
に
し
て



申
し
上
げ
て
お
き
ま
し
て
で
す
ね
、
文
章
を
読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
す
と
、
〔
！
の

直
道

と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「
其
の
修
行
道
に
ま
た
迂
回
、
歴
劫
、
直
道
有
り
。
」

迂

回
道
と
い
う
の
は
回
り
道
を
す
る
道
、
「
歴
劫
道
」
長
い
時
間
の
か
か
る
道
、

r直
道
」
ま
っ
す
ぐ
な
最
短
距
離
な
道
が
あ
る
。
「
其
の
修
行
者
に
は
歩
行
の
迂

回
道
」
修
行
す
る
人
に
と
っ
て
み
る
と
、
歩
い
て
い
く
回
り
道
を
し
て
い
く
道
、

r歩
行
の

歴
劫
道
」
歩
い
て
い
く
長
い
時
間
の
か
か
る
道
、
「
飛
行
無
擬
道
」
飛

ん

で
い

く
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
道
が
あ
る
。
そ
こ
で
「
農
食
者
が
示
す
所

の

多
分
の
小
乗
止
観
」
と
は
轟
食
者
徳
一
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
多
分
と
い

う
の
は
、
『
止
観
論
』
の
前
の
3
分
の
2
は
多
く
が
声
聞
地
か
ら
で
す
か
ら
小

乗
の
止
観
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
多
分
と
い
う
の
は
そ
の
中
に
菩
薩

地
の

も
の
も
い
く
ら
か
は
混
じ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
全
部
が
声
聞
地
か

ら
の
文
章
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
大
体
は
小
乗
の
止
観
と
は
こ
の
中
の

歩

行
の
迂
廻
道
に
似
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「
多
分
菩
薩
止
観
」
後
半
の
多
分
の

菩
薩
の
止
観
が
「
歩
行
の
歴
劫
道
に
相
い
似
た
り
．
、
こ
の
二
つ
の
歩
行
道
は
教

え
の
み
有
り
て
修
人
無
し
。
」
こ
の
一
．
つ
の
道
は
末
法
の
近
い
今
頃
は
教
え
は

あ
る
け
れ
ど
も
修
す
る
人
が
い
な
い
。
「
当
今
の
人
機
は
皆
転
変
し
、
都
て
小

乗
の
機
無
し
。
」
口
本
で
は
も
う
人
間
の
機
根
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
、
小
乗

の

機
根
の
者
は
い
ま
せ
ん
よ
。
小
乗
な
ん
か
や
っ
た
っ
て
ダ
メ
で
す
よ
。
「
正

像
梢
過
き
て
末
法
太
だ
近
き
に
有
り
。
」
正
法
の
時
代
、
像
法
の
時
代
が
過
ぎ

て
、
も
う
末
法
が
は
な
は
だ
近
い
時
代
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
「
法
華
一
乗
の

機

な
り
。
」
（
『
伝
全
」
二
・
三
四
八
i
九
）
末
法
が
近
い
時
代
に
は
小
乗
な
ん

最
澄

思
想
の
．
矛
盾
（
田
村
｝

か

は
用
い
て
い
ら
れ
な
い
、
法
華
一
乗
の
機
根
の
時
代
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

を
三
口
っ
て
お
り
ま
す
。
『
顕
戒
論
」
（
『
伝
全
」
一
・
一
四
九
）
「
論
じ
て
曰
く
。

汝
等
所
行
是
れ
菩
薩
道
と
は
、
当
に
知
る
べ
し
。
是
れ
直
往
菩
薩
の
行
な
ら
ず
。

是
れ

則
ち
回
小
入
大
の
菩
薩
の
行
な
り
。
」
小
乗
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
に
回
っ

て

入

る
菩
薩
の
行
で
あ
る
。
「
そ
れ
神
通
乗
を
学
ぷ
は
何
ぞ
羊
象
乗
を
用
い
ん
。
」

菩
薩

乗
（
神
通
乗
）
を
用
い
る
者
が
ど
う
し
て
小
乗
の
仏
教
な
ん
か
を
用
い
る

必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
か
。
「
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
。
今
引
く
と
こ
ろ
の
経
文
は
、

漸
悟
の
行
を
開
す
る
こ
と
。
」
こ
れ
は
も
う
漸
悟
の
行
で
頓
悟
の
行
で
は
な
い
。

F最
勝
王
経
に
当
に
二
乗
の
道
を
学
ぶ
べ
し
と
は
、
是
れ
ま
た
漸
悟
の
菩
薩
の

行
な

り
、
宜
し
く
頓
悟
の
菩
薩
の
行
な
る
べ
し
。
即
ち
知
ん
ぬ
。
小
律
儀
の
外

に
、
更
に
大
律
儀
有
る
こ
と
。
強
い
て
大
道
を
開
き
て
、
其
の
小
径
を
示
す
は
、

十
魔
の
中
の
山
豆
に
其
の
一
に
あ
ら
ず
や
。
博
覧
の
賢
哲
、
幸
は
回
直
を
照
ら
せ
。
」

こ
れ
は
も
う
小
乗
仏
教
は
必
要
の
な
い
時
代
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
『
顕
戒
論
』

（
『
伝
全
」
↓
・
一
四
九
）
で
結
局
小
乗
仏
教
の
い
わ
ゆ
る
南
都
の
戒
律
を
捨
て

て
、
大
乗
だ
け
の
梵
網
菩
薩
戒
だ
け
に
依
る
。
梵
網
菩
薩
戒
だ
け
に
依
る
と
い

う
の
は
、
小
乗
は
日
本
で
は
必
要
で
は
な
く
て
、
最
初
か
ら
果
分
の
法
に
乗
る

と
い
う
こ
と
で
、
菩
薩
戒
だ
け
を
用
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
同
じ
よ
う

な
こ
と
が
「
果
分
の
一
乗
、
遍
く
衆
生
に
施
す
。
寧
ぞ
門
外
に
車
を
索
め
、
門

の

側
に
菟
に
住
せ
ん
や
。
」
（
『
法
華
秀
句
』
『
伝
全
』
↓
、
◆
一
．
四
三
）
と
い
う
わ

け
で
す
。
ど
う
し
て
今
頃
の
時
代
に
な
っ
た
ら
、
門
の
外
に
三
車
を
求
め
て
露

地

に
で
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
必
要
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
か
ら
、
「
奄
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に
住
す
る
」
は
、
長
者
窮
子
の
喩
え
で
す
ね
．
。
窮
子
が
父
親
の
家
の
外
に
小
さ

な
小
屋
を
も
ら
っ
て
、
そ
こ
に
住
ん
で
て
、
お
父
さ
ん
の
家
に
通
っ
て
ト
イ
レ

掃
除
を
や
っ
て
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
も
う
必
要
な
い
”
一
　
r
父
を
知
り
、
家
を
知

り
、
車
を
知
り
、
道
を
知
る
。
宣
に
歴
劫
の
路
に
入
り
て
迂
廻
の
道
を
過
ぎ
ん

や
．
、
」
こ
う
い
う
こ
と
は
歴
劫
の
道
に
入
る
迂
廻
の
道
に
人
る
こ
と
に
な
る
の

だ
。
「
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
。
法
華
経
を
説
く
の
人
は
果
分
の
室
に
入
り
、
果
分

の

衣

を
著
し
、
果
分
の
座
に
坐
し
て
、
応
に
四
衆
の
為
に
果
分
の
法
を
説
く
べ

し
o
」
と
い
う
の
で
、
法
華
経
は
果
分
の
法
で
あ
る
。
こ
れ
を
最
初
か
ら
与
え

る
べ
き
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
随
他
意
・
随
自
意
と
い
う
こ

と
ば
を
つ
か
っ
て
「
当
に
知
る
べ
し
。
已
説
の
四
時
の
経
、
今
説
の
無
量
義
経
、

当
説
の
浬
磐
経
は
易
信
易
解
な
る
。
」
こ
う
い
う
の
は
信
じ
易
く
理
解
し
や
す

い
。
な
ぜ
信
じ
易
く
理
解
し
易
い
か
と
い
う
と
、
「
随
他
意
な
る
が
故
に
．
に
相

手
に
合
わ
せ
て
説
い
た
説
だ
か
ら
わ
か
り
易
い
の
だ
．
、
．
浬
磐
経
も
法
華
経
の
開

経

と
い
わ
れ
る
無
量
義
経
も
レ
ベ
ル
が
低
い
ん
だ
、
と
い
う
ふ
う
な
主
張
で
す

ね
。
「
此
の
法
華
経
は
最
も
こ
れ
難
信
難
解
な
り
．
、
」
そ
れ
に
対
し
て
法
華
経
は

信

じ
難
く
解
し
難
い
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
、
「
随
自
意
な
る
が
故
に
。
」
仏
様
自

身
の
こ
こ
ろ
に
従
っ
て
説
い
た
教
え
で
あ
る
か
ら
理
解
し
難
い
。
し
か
し
理
解

し
難
い
け
れ
ど
も
、
随
自
意
の
説
は
随
他
意
に
勝
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
、

r
当
に
知
る
べ
し
。
法
華
真
実
の
経
は
、
後
五
百
歳
に
於
い
て
流
伝
す
べ
き
な

り
。
云
々
」
こ
の
直
道
に
よ
る
と
い
う
考
え
方
っ
て
い
う
の
は
『
守
護
国
界
章
」

ま
た
『
顕
戒
論
』
に
も
『
法
華
秀
句
』
と
い
う
論
争
の
説
の
中
に
も
同
じ
よ
う

な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
，
．
史
に
『
伝
述
一
心
戒
文
」
と
言
い
ま
し
て
、
こ

れ
は
最
澄
の
説
に
つ
い
て
お
弟
子
が
書
い
た
文
章
で
す
け
れ
ど
も
、
「
先
師
云

わ
く
」
と
1
1
．
：
う
ん
で
す
か
ら
、
最
澄
が
1
1
1
・
：
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

F
先
師
云
わ
く
、
今
我
が
山
家
の
宗
は
安
楽
行
品
の
文
に
寄
せ
て
、
小
乗
の
戒

に

依
ら
ず
、
大
乗
の
戒
に
依
り
、
法
華
の
意
に
約
し
て
火
宅
の
内
に
大
白
牛
車

に

乗
る
。
」
（
『
伝
全
」
　
一
・
五
六
六
）
と
書
い
て
あ
り
ま
す
，
こ
れ
は
普
通
の

法
華
経
に
書
い
て
あ
る
の
は
、
門
の
外
で
大
白
牛
車
に
乗
る
と
書
い
て
あ
る
わ

け
で
す
．
、
と
こ
ろ
が
最
澄
が
主
張
す
る
最
初
か
ら
梵
網
戒
を
受
け
る
と
い
う
の

は
、
家
宅
の
中
に
お
い
て
大
白
牛
卓
に
乗
る
と
い
う
こ
と
な
ん
だ
、
と
い
う
わ

け
で
す
。
「
家
の
外
に
大
白
牛
車
に
乗
ら
ず
、
初
め
よ
り
後
に
至
る
ま
で
菩
薩

戒
を
受
け
て
菩
薩
僧
と
な
す
。
自
性
清
浄
の
V
l
学
を
修
持
し
て
、
迂
廻
の
道
に

留
ま
ら
ず
、
直
ち
に
宝
所
に
往
き
て
佛
果
を
得
る
。
　
こ
の
本
は
ス
ト
レ
ー
ト

に

書
い
て
あ
り
ま
す
ね
．
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
文
章
を
書
く
と
き
に
は
、
少
し
は

和
ら
げ
て
書
く
、
し
か
し
弟
了
に
話
し
す
る
と
き
に
は
ス
ト
レ
ー
ト
に
も
の
を

言
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
意
味
が
こ
ち
ら
の

方
が
は
っ
き
り
出
て
い
ま
す
ね
、
「
其
の
両
箇
の
度
者
、
一
乗
の
出
家
、
三
車

を
門
外
に
求
め
ず
。
」
で
す
ね
、
三
車
を
門
の
外
に
求
め
な
い
。
「
何
ぞ
羊
車
の

威
儀
を
用
い
ん
や
、
化
城
を
中
路
に
願
う
こ
と
無
し
。
」
で
、
化
城
の
喩
え
の

中
で
、
目
的
地
へ
の
途
中
に
化
城
、
幻
の
町
を
出
現
さ
せ
て
、
そ
こ
ま
で
な
ら

行
け
る
と
思
っ
て
、
行
っ
て
み
る
と
そ
れ
は
本
当
は
な
く
て
、
そ
こ
ま
で
来
れ

ば

も
う
太
－
当
の
目
的
地
に
近
い
か
ら
行
け
る
っ
て
い
う
話
で
す
ね
，
と
こ
ろ
が



も
う
最
澄
は
も
う
今
は
末
法
が
近
い
と
き
に
、
そ
ん
な
化
城
を
作
っ
て
化
城
に

行
っ
て
そ
れ
か
ら
ま
た
そ
の
先
で
目
的
地
に
行
く
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は

い

ら
な
い
ん
だ
。
「
豊
に
迂
廻
の
径
を
過
ぎ
ん
や
。
」
そ
う
い
う
回
り
く
ど
い
道

を
過
ぎ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
「
法
華
の
日
、
文
を
知
り
家
を
知
る
。
何

を
か
客
作
と
な
さ
ん
、
何
を
か
除
糞
と
な
さ
ん
。
」
こ
れ
は
長
者
窮
子
の
喩
え

で
す

ね
。
「
大
功
の
賜
、
珠
有
り
薬
有
り
，
何
ぞ
玩
ば
さ
る
や
。
何
の
因
を
も
っ

て

か

服
せ

ざ
る
。
」
で
す
。
こ
れ
は
『
伝
述
一
心
戒
文
」
の
方
が
ス
ト
レ
ー
ト

に

書
い

て

あ
る
け
れ
ど
も
、
意
味
は
、
直
接
も
う
家
宅
か
ら
大
白
牛
車
に
乗
せ

て

運
ぷ

の

だ

と
い
う
意
味
だ
、
と
い
う
の
が
い
ろ
ん
な
文
章
を
引
い
て
み
る
と

お
わ

か
り
い
た
だ
け
る
ん
で
は
な
い
か
と
。

　
だ

か

ら
そ
れ
で
統
一
さ
れ
る
か
っ
て
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
、
最

澄
の

最
澄

ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
『
守
護
国
界
章
」
や
『
顕
戒
論
』
な
ん
か

を
書
い
た
後
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
『
決
権
実
論
」
と
い
う
本
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
『
決
権
実
論
」
は
最
初
に
ト
番
の
問
答
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
は
一

乗
一
、
一
乗
に
つ
い
て
の
問
答
。
後
半
に
火
宅
の
喩
え
に
つ
い
て
の
L
の
項
目
挙
げ

て

い

ろ
い
ろ
議
論
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
十
の
項
目
と
い
う
の
が

一．

一車
と
は
何
か
、
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
議
論
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
も
う

大

白
牛
車
に
直
接
乗
る
と
い
う
直
道
の
説
を
強
調
す
れ
は
、
も
う
三
車
の
解
釈

が

ど
う
だ
と
か
こ
う
だ
と
か
、
法
華
経
に
外
に
出
て
お
父
さ
ん
に
く
れ
る
と
い
っ

た

車
を
下
さ
い
と
は
、
あ
れ
は
何
故
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
か
と
か
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
、
最
澄
の
考
え
方
に
は
必
要
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ

最
澄
思
想
の
矛
盾
（
田
村
〕

ど
も
、
そ
れ
を
ゴ
タ
ゴ
タ
ゴ
タ
ゴ
タ
十
項
目
に
わ
た
っ
て
書
い
て
い
る
。
こ
れ

は
全
部
挙
げ
ず
に
二
、
三
挙
げ
る
と
、
「
門
外
の
三
車
の
内
の
牛
車
と
露
地
の

白
牛
車
と
同
異
を
問
う
。
」
い
う
よ
う
な
こ
と
と
か
で
す
。
例
え
ば
次
の
第
四

項
目
は
、
「
門
外
の
牛
車
は
何
の
智
の
所
用
な
る
や
を
問
う
」
と
か
、
r
門
外
の

牛
車
と
衣
械
机
案
と
の
同
異
を
問
う
」
と
か
。
こ
れ
は
第
一
と
第
四
と
第
五
の

問
答
を
名
目
だ
け
挙
げ
て
と
い
て
み
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
こ
と
で

十
問
答
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
最
澄
自
身
の
思
想
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、

必
要
が

な
い
も
の
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
私
は
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か

し
こ
の
論
争
は
前
か
ら
ず
っ
と
引
き
続
い
て
き
て
い
る
論
争
で
、
そ
う
い
う
こ

と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
も
う
い
ら
な
い
と
放
る
わ
け
に
は
い
か
な

い

の

で
す

よ
ね
。
や
っ
ぱ
り
天
台
教
学
の
立
場
で
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
と

い

う
の
を
い
ろ
い
ろ
議
論
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ

と
に
な
っ
て
、
『
守
護
国
界
章
』
と
か
『
顕
戒
論
」
で
直
道
の
説
を
強
力
に
打

ち
出
し
た
あ
と
で
も
、
こ
う
い
う
こ
と
を
議
論
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
う
い
う

最
澄
の
教
学
と
い
う
の
は
、
片
方
で
自
分
白
身
の
教
学
を
説
き
、
片
方
で
は
天

台
教
学
に
則
っ
て
徳
一
と
論
争
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
わ
か

ら
な
い
と
、
な
ん
で
こ
ん
な
も
の
今
頃
や
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ

う
な
感
じ
で
し
か
受
け
取
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
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私
は
第
三
番
目
に
即
身
成
仏
に
つ
い
て
も
挙
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
即
身
成

仏

と
い
う
と
こ
ろ
も
そ
う
い
う
よ
う
に
し
て
み
て
い
け
ば
わ
か
る
の
で
は
な
い

か

と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
c
’
t
こ
れ
は
『
法
華
秀
句
』
の
下
巻
の
「
即
身
成
仏

化
導
勝
（
『
伝
全
1
1
1
　
・
　
1
・
1
六
（
、
）
　
二
六
七
」
）
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
竜
女
成
仏
と

い

う
こ
と
と
、
「
上
品
の
利
根
」
と
い
う
の
と
両
方
書
い
て
あ
り
ま
す
．
．
竜
女

成
仏
と
い
う
の
は
竜
の
娘
で
す
ね
．
、

　

こ
れ
は
竜
の
娘
っ
て
い
う
の
は
、
こ
れ
は
竜
は
蛇
で
す
か
ら
畜
生
で
す
ね
。

し
か
も
女
性
で
あ
る
．
．
こ
れ
は
今
頃
は
女
性
で
あ
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
い
っ
た
ら
叱
ら
れ
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
最
澄
は
そ
う
い
う
こ
と
を
い
っ
て
ま

す

か

ら
、
そ
の
時
代
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
た
と
い
う
の
で
、
お
と
り

い

た

だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
t
／
女
性
で
あ
る
。
し
か
も
僅
か
八
歳
の
、

こ
う
い
う
も
の
が
即
身
成
仏
で
き
た
、
一
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ

こ
の
文
章
を
読
ん
で
み
ま
す
と
「
ま
た
経
に
云
わ
く
、
．
文
殊
師
利
の
言
わ
く
、

娑
掲
羅
龍
王
の
女
あ
り
．
、
年
始
め
て
八
歳
な
り
。
智
慧
利
根
に
し
て
善
く
衆
生

の

諸
根
の
行
業
を
知
り
、
陀
羅
尼
を
得
、
諸
佛
所
説
の
甚
深
秘
蔵
悉
く
能
く
受

持
せ
り
。
深
く
禅
定
に
入
り
て
諸
法
に
了
達
す
。
刹
那
の
頃
に
於
い
て
菩
提
心

を
登
し
て
不
退
転
を
得
た
り
．
．
辮
才
無
6
3
に
し
て
衆
生
を
慈
念
す
る
こ
と
猶
お

赤
子
の
如
し
。
功
徳
具
足
し
て
、
心
A
，
心
口
演
し
、
微
妙
に
し
て
廣
大
な
り
、
慈

四

悲
仁
譲
に
し
て
、
志
意
和
雅
な
り
、
能
く
菩
提
に
至
る
と
t
－
／
　
1
と
い
う
の
が
お

経
の

文
章
で
、
「
当
に
知
る
べ
」
。
此
の
文
は
難
成
の
趣
を
明
か
し
て
、
経
の

力
用
を
顕
す
．
．
」
と
い
う
の
で
、
「
成
じ
難
い
」
、
こ
う
い
う
も
の
は
さ
と
り
が

た

い
。
人
間
で
な
く
て
畜
生
だ
、
畜
生
が
さ
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
男
性
で

な
く
て
女
性
で
あ
る
、
女
性
が
さ
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
八
歳
で
ま
だ
子
ど

も
な
の
だ
、
修
行
な
ん
て
ろ
く
に
し
て
な
い
ん
だ
、
そ
う
い
う
者
で
も
法
華
経

の

力
に
よ
っ
て
成
仏
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で

す

ね
．
一
「
当
に
知
る
べ
し
、
．
此
の
文
は
難
成
の
趣
を
明
か
し
て
、
経
の
力
用
を

顕
す

こ
と
を
，
六
趣
の
中
に
は
是
れ
畜
生
趣
な
り
．
、
」
と
い
う
の
は
畜
生
だ
、

人
間
以
下
だ
、
　
r
’
不
善
の
報
を
明
か
す
」
、
畜
生
に
な
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
と
い

う
の
は
不
善
の
報
い
、
前
世
に
お
い
て
人
間
に
な
る
よ
り
も
も
っ
と
わ
る
い
こ

と
を
し
て
い
た
か
ら
畜
生
に
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
ね
．
．
そ
れ
か
ら

「
男
女
の
中
に
は
是
れ
則
ち
女
身
な
り
。
不
善
の
機
を
明
か
す
一
」
と
い
う
こ
と

で
、
不
善
の
機
で
あ
る
．
、
そ
れ
か
ら
、
⊃
長
幼
の
中
に
は
是
れ
則
ち
少
女
な
り
。

不
久
の
修
を
明
か
す
，
然
り
と
難
も
、
妙
法
華
（
経
）
の
甚
深
微
妙
の
力
．
．
具

に

二
厳
の
用
を
得
て
明
ら
か
に
知
り
ぬ
．
。
法
華
（
経
）
の
力
用
は
諸
経
の
中
の

宝
、
世
に
希
有
な
る
と
こ
ろ
な
り
。
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
は
法
華

経
の
力
が
い
か
に
大
き
い
か
を
示
し
て
い
ま
す
．
、

　

と
こ
ろ
が
こ
の
文
章
に
す
ぐ
つ
づ
け
て
別
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
、
私
に
は

こ
れ
は
別
の
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
よ
り
し
ょ
う
が
な
い
、
と
思
う
。
「
上
品

の

利
根
は
一
生
に
成
佛
す
る
、
」
そ
れ
か
ら
「
中
品
の
利
根
は
．
．
生
に
成
佛
す



る
。
」
そ
れ
か
ら
「
下
品
の
利
根
は
三
生
に
成
佛
す
る
。
」
と
い
う
こ
と
が
書
い

て

あ
る
わ
け
で
す
。
竜
女
成
仏
に
す
ぐ
つ
づ
け
て
こ
れ
が
書
い
て
あ
る
わ
け
で

す
．
、
だ
か
ら
そ
う
い
う
最
澄
は
い
ろ
い
ろ
使
い
分
け
を
し
て
い
る
ん
だ
、
と
い

う
こ
と
を
知
ら
ず
に
読
む
と
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
ど
う
い
う
関
係
に
な
る
の
か
。

上

品
の
利
根
、
中
品
の
利
根
、
下
品
の
利
根
、
で
こ
れ
は
全
部
利
根
の
人
ば
か

り
で
す
ね
．
、
人
間
の
な
か
で
も
利
根
の
人
ば
か
り
で
鈍
根
の
人
は
だ
め
で
す
ね
．
．

利
根
と
い
う
の
は
、
お
釈
迦
様
が
一
乗
の
法
を
説
か
れ
よ
う
と
し
た
と
き
に
声

聞
乗
を
頭
か
ら
信
じ
て
い
る
人
は
そ
ん
な
余
計
な
こ
と
を
聞
き
た
く
な
い
と
い
っ

て
、
五
千
人
の
声
聞
が
会
座
か
ら
で
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
．
、
そ
う
す
る
と
、

残
っ
た
人
で
法
華
経
の
お
話
を
聞
く
人
は
全
部
利
根
な
の
だ
、
と
い
う
そ
う
い
っ

て

い

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ヒ
品
、
中
品
、
下
品
と
い
う
の
は
こ
れ

は
お
釈
迦
さ
ま
の
お
話
を
聞
く
人
の
う
ち
に
、
1
1
1
周
説
法
と
い
い
ま
し
て
、
法

説
、
抽
象
的
な
、
教
え
だ
け
を
聞
い
て
わ
か
る
人
を
上
品
．
、
教
え
だ
け
を
聞
い

た

の

で

は
わ
か
ら
な
く
て
、
教
え
と
喩
え
話
と
両
方
聞
け
ば
わ
か
る
と
い
う
人
、

こ
れ
は
中
品
。
法
華
経
の
な
か
に
は
中
品
の
も
の
が
非
常
に
多
い
で
す
。
喩
え

話
が

非
常
に
多
い
．
．
今
言
っ
た
火
宅
の
喩
え
で
も
長
者
窮
子
の
喩
え
で
も
薬
草

の

喩
え
で
も
化
城
の
喩
え
で
も
い
ろ
ん
な
喩
え
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
た
だ

喩
え
話
だ
け
で
は
な
く
て
、
法
説
と
喩
え
と
両
方
用
い
て
さ
と
り
へ
導
く
と
い

う
考
え
方
で
す
．
、
そ
れ
か
ら
、
下
品
の
利
根
と
い
う
と
、
こ
れ
は
法
説
と
喩
え

話
だ
け
で
は
ま
だ
だ
め
で
、
そ
こ
に
因
縁
話
、
過
去
か
ら
の
因
縁
と
い
う
も
の

を
用
い
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
、
同
じ
こ
と
を
三
通
り
に
説
明
す
る
と
わ
か
る
。

At
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こ
う
い
う
上
品
、
中
品
、
ド
品
と
わ
け
て
あ
る
。
そ
う
す
る
と
即
身
成
仏
と
い

え

る
の
は
一
生
に
成
仏
で
き
る
と
い
う
こ
の
人
だ
け
が
即
身
成
仏
で
、
こ
の
即

身
成
仏
が
で
き
る
の
は
利
根
の
な
か
の
し
か
も
上
品
の
人
だ
け
が
即
身
成
仏
で

き
る
と
い
う
考
え
方
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
ね
。

　
一
方
で
は
人
間
ど
こ
ろ
か
畜
生
の
人
で
あ
っ
て
も
八
歳
の
者
で
久
し
い
修
行

は

し
て
い
な
い
人
で
も
、
竜
の
娘
で
も
即
身
成
仏
で
き
る
と
い
う
ふ
う
に
言
っ

て

い

て
、
他
方
は
人
間
の
な
か
で
も
利
根
の
人
の
、
し
か
も
非
常
に
優
れ
た
人

だ

け
が
一
生
で
成
仏
で
き
る
。
こ
れ
は
文
と
し
て
は
隣
に
書
い
て
あ
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
内
容
が
違
う
、
と
思
い
ま
す
ね
。
内
容
が
違
っ
て
、
そ
れ
で
伝
統

的
な

考
え

方
は
む
し
ろ
こ
っ
ち
の
ほ
う
が
そ
れ
に
近
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
こ
れ

は
法
華
経
の
解
釈
で
大
体
誰
で
も
採
用
し
て
い
る
説
法
の
仕
方
で
す
。
こ
れ
を

一
生
、
二
生
、
三
生
っ
て
い
う
ふ
う
に
結
び
つ
け
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
た
ぷ

ん

最
澄

な
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
畜
生
趣
、

不
善
の
報
、
不
善
の
機
、
不
久
の
修
の
竜
女
で
あ
っ
て
も
、
即
身
に
成
仏
で
き

る
と
い
う
こ
れ
を
強
調
す
る
の
は
お
そ
ら
く
最
澄
自
身
の
こ
こ
ろ
な
の
で
は
な

い

か
と
思
い
ま
す
．
、

（五
）

　
そ

う
い
う
こ
と
で
で
す
ね
、
最
澄
を
読
む
、
最
澄
を
研
究
す
る
、
と
い
う
場

合
に
は
最
澄
は
天
台
教
学
に
則
っ
た
主
張
と
自
分
自
身
の
主
張
と
を
か
ら
ま
せ
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同
じ
と
こ
ろ
に
す
ぐ
な
ら
べ
て
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
普
通
の
人
が

書
く
文
章
だ
と
ず
っ
と
首
尾
↓
貫
し
た
こ
と
を
書
い
て
あ
る
の
に
、
す
ぐ
違
う

こ
と
を
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
に
最
澄
を
読
む
困
難
さ
が
あ
る
し
、
そ
う
い
う
特

色
と
い
う
も
の
を
よ
く
わ
き
ま
え
な
が
ら
読
ん
で
い
く
と
、
何
言
っ
て
い
る
の

か

よ
く
わ
か
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
最
澄

の

見
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
最
澄
自
身
の
特
有
の
考
え
方
と

い

う
も
の
だ
け
を
拾
っ
て
い
っ
て
そ
れ
を
ま
と
め
る
と
、
結
局
今
は
末
法
に
近

い

時
代
な
の
だ
、
末
法
に
近
い
時
代
は
、
回
り
道
な
ん
か
も
う
し
な
く
て
、
ス

ト
レ
ー
ト
に
ま
っ
す
ぐ
に
R
的
地
に
行
く
と
い
う
道
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
戒
律
の
ば
あ
い
に
は
奈
良
へ
行
っ
て
小
乗
仏
教
の
四
分
律
に
基

づ

く
戒
律
を
受
け
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
も
う
や
め
に
し
て
、
最
初
か
ら
梵
網

経

と
い
う
大
乗
の
戒
律
を
受
け
て
い
く
。
そ
れ
か
ら
、
修
行
論
で
は
、
実
は
、

四
種
、
一
昧
、
智
頴
の
挙
げ
た
四
種
二
昧
の
な
か
に
で
て
く
る
方
法
と
、
そ
れ
か

ら
、
密
教
の
も
の
を
入
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
も
の
は
果
分

の

法
で
あ
っ
て
、
最
初
か
ら
ほ
と
け
の
世
界
に
飛
び
込
む
法
な
の
だ
、
と
い
う

こ
と
を
言
い
ま
し
て
、
そ
し
て
末
法
の
近
き
に
あ
り
だ
か
ら
、
直
接
最
初
か
ら

ほ
と
け
の
世
界
の
な
か
に
入
っ
て
い
く
、
と
い
う
の
が
、
日
本
の
あ
る
べ
き
仏

教
の
す
が
た
だ
、
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
い
っ
た
の
が
最
澄
の
思
想
の
特
色
だ
、

と
い
う
よ
う
に
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
い

ろ
い
ろ
解
釈
の
と
こ
ろ
で
不
備
な
と
こ
ろ
と
か
、
ほ
か
に
解
釈
で
き
る
ん

じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
を
思
い
つ
か
れ
た
ら
、
ぜ
ひ
お
教
え
い

ノ、

た
だ
き
た
い
と
い
う
よ
う
に
思
い
ま
す
。
　
一
応
、
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た

だ

き
ま
す
．
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


