
井
上
円
了
と

「
現
象
却
実
在
論
」

の
影
響

は
じ
め
に

近
代
に
於
い
て
仏
教
を
再
評
価
し
た
と
し
て
災
っ
先
に
名
前
が
挙

げ
ら
れ
る
人
物
と
言
え
ば
列
上
内
了
(
一
八
五
八
一
九
一
九
)
で

あ
ろ
う
。
問
了
が
仏
教
の
再
評
価
を
試
み
た
理
由
は
、
明
治
政
府
の

「
神
仏
分
離
令
」
以
降
に
脆
仏
殴
釈
が
嫌
ん
に
な
り
仏
教
は
袋
退
し
、

限
洋
文
化
の
流
入
に
伴
い
キ
リ
ス
ト
教
の
勢
力
が
崎
長
し
て
い
た
こ

と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
股
史
的
な
背
設
か
ら
、
円
了
は
仏
教
の
再
評

価
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
始
め
に
、
内
了
の
『
仏
教
活
論

序
品
川
』
(
一
八
八
七
年
)
を
中
心
に
、
内
了
の
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教

に
対
す
る
評
側
の
逃
い
を
分
析
し
て
み
た
い
。
他
方
で
円
了
は
、
呉

川
州
を
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
本
休
で
あ
る
と
し
、
現
実
に
存
在
す
る
様
々

な
現
象
は
、
真
如
が
内
在
す
る
と
し
、
こ
の
現
象
と
本
休
で
あ
る
真

如
の
関
係
を
『
大
乗
起
信
論
』
(
以
下
沼
山
信
論
』
)
の
水
波
の
比
隣

を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
象
と
災
如
の
関
係
は
、

製
油
一
門
と
浄
土
門
の
関
係
に
関
巡
す
る
こ
と
も
一
言
及
し
た
い
。
問
了

石

太

チ1:

鹿

が
説
明
す
る
災
如
と
水
波
の
関
係
は
、
「
現
象
即
尖
在
論
」
と
い
う

留
学
論
に
通
じ
る
。
こ
の
「
抑
制
象
即
実
在
論
」
を
好
ん
で
使
用
し
た

升
上
旬
次
郎
(
一
八
五
六
l
一
九
四
凹
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
釘
学
論

の
特
徴
は
、
「
実
在
と
現
象
は
皐
党
同
一
の
世
界
な
り
、
現
象
が
実

在
に
よ
り
て
生
ぜ
ら
れ
た
り
と
一
五
ふ
よ
り
も
現
象
只
も
の
が
郎
ち
実

在
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
同
期
活
脱
し

て
い
た
忠
利
曲
家
は
「
現
象
即
実
在
論
」
に
共
通
す
る
思
想
を
持
っ
て

い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
現
象
が
実
在
に
内
在
す
る
と
い
う
思
怨
は
、

本
体
と
そ
の
派
生
的
な
作
用
が
一
致
す
る
と
し
て
省
く
か
ら
「
体
用
」

や
「
休
周
一
致
」
と
呼
ば
れ
ぶ
。

内
了
の
思
想
は
、
哲
学
館
で
教
縦
を
と
り
、
講
義
を
受
講
し
て
い

た
仏
教
者
で
あ
る
村
上
噂
紡
(
一
八
五
一
ー
一
九
二
九
)
の
著
作
に

影
響
を
与
え
て
い
た
。
ま
た
、
円
了
と
問
じ
く
東
京
大
学
で
学
ん
だ

思
怨
家
で
あ
る
消
襟
満
之
(
一
八
六
一
ニ
ij
一
九
0
2
一
)
の
著
作
に
も
、

円
了
の
袈
道
門
、
浄
土
門
の
議
論
や
『
起
時
国
論
』
の
水
波
の
比
喰
が

五
h 



見
ら
れ
る
。
他
方
で
、
『
起
信
諭
』
が
持
つ
実
在
と
現
象
の
関
係
性

の
よ
う
な
形
而
上
学
的
な
思
惣
へ
の
お
悶
は
、
「
不
立
文
字
」
を
機

脱
す
る
榔
宗
関
係
者
に
多
大
な
影
榔
怖
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

抑
の
思
怨
家
で
有
名
な
鈴
木
大
拙
(
一
八
七
O
l
一
九
六
六
)
や
、

そ
の
仰
で
あ
っ
た
釈
宗
淡
(
一
八
六

O
i
一
九
一
九
)
、
そ
の
釈
に

参
制
押
し
た
心
理
学
者
の
元
良
勇
次
郎
(
一
八
五
八
l
一
九
一
二
)
の

聞
で
は
、
円
了
と
内
総
に
真
如
を
現
象
の
本
体
と
し
て
拠
え
、
そ
れ

ら
の
関
係
を
「
現
象
如
実
在
論
」
的
に
説
明
す
る
。
さ
ら
に
、
円
了

の
型
道
内
、
浄
土
門
の
仏
教
を
分
類
す
る
方
法
論
と
似
た
表
現
が
み

ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
の
思
惣
家
や
仏
教
者
の
間
で
『
起
信
論
い

の
忠
怨
は
大
き
な
注
目
を
浴
び
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
紹
介
し

た
の
が
円
了
で
あ
っ
た
た
め
、
円
了
自
身
の
閉
山
相
γ
b同
時
に
影
響
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
釈
の
門
下
で
は
な
い
、
初
代
駒
深
大
学
の

学
長
で
あ
る
忽
消
谷
快
天
(
一
八
六
七
一
九
三
四
)
の
著
作
に
於

い
て
は
、
「
現
象
即
実
在
論
」
に
則
し
て
仰
を
理
解
し
よ
う
と
試
み

て
い
る
ほ
か
に
、
禅
は
折
口
学
と
宗
教
の
参
究
で
あ
る
と

3
か
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
円
了
の
川
崎
線
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で

は
、
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
円
了
の
「
現
象
即
実
在
論
」
的
思
烈

と
、
吋
活
論
』
で
紹
介
さ
れ
た
『
起
信
論
』
の
水
波
の
比
除
ゃ
な
門
知

の
盟
京
大
き
な
山
肺
線
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
勝
ま
え
て
、
大
き
な
反
響
な
呼
ん
だ

『
仏
教
活
論
序
論
』
に
於
け
る
円
了
の
閉
山
惣
に
設
問
し
て
、
辺
道
門

。

と出
w
土
門
、
そ
し
て
『
起
信
品
川
』
の
思
惣
、
そ
し
て
そ
れ
に
由
来
す

る
「
現
象
即
実
紅
諭
」
が
前
述
の
人
物
述
、
つ
ま
り
、
村
上
、
消
様
、

鈴
木
、
釈
、
元
良
、
そ
し
て
忽
抽
出
谷
と
当
時
発
刊
さ
れ
た
維
誌
「
榔

宗
」
に
与
え
た
影
響
を
論
じ
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
円
了
の
思
惣
の

特
徴
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

一
、
井
上
同
了
の
思
想
の
特
徴

川
上
円
了
は
新
潟
県
の
東
本
願
寺
系
統
の
慈
光
守
の
出
身
で
あ

る
。
一
八
七
八
年
に
は
本
願
寺
の
倒
内
留
学
生
と
し
て
上
京
し
、
東

京
大
学
予
備
門
に
入
学
す
る
。
一
八
八
一
年
に
は
東
京
大
学
文
学
部

留
学
科
に
入
学
し
た
。
円
了
は
一
八
七
八
年
よ
り
拐
か
れ
た
ア
1
ネ

ス
ト
・
フ
ェ
ノ
ロ
サ
(
一
八
五
一
一
一
i
一
九
O
八
)
か
ら
へ

1
ゲ
ル
な

ど
の
ド
イ
ツ
留
学
を
学
び
、
一
八
七
九
年
よ
り
、
「
仏
説
講
義
」
を
行
っ

た
曹
洞
宗
の
祁
僧
、
政
担
山
(
一
八
一
九
i
一
八
九
一
一
)
か
ら
立
八

釆
起
伝
論
』
を
学
ん
だ
。
原
の
「
仏
品
川
U

秘
義
」
は
円
了
の
他
に
、

mb

娘
家
で
あ
る
井
上
旬
次
郎
や
治
深
な
ど
の
恩
恕
家
が
山
山
府
し
、
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。

円
了
が
活
似
し
て
い
た
当
時
、
仏
教
界
は
「
神
仏
分
離
令
」
以
降
、

脱
仏
殿
釈
が
鎌
ん
に
な
り
、
大
き
な
危
機
に
瀕
し
て
い
た
。
ま
た
、

キ
リ
ス
ト
教
が
勢
力
を
拡
大
さ
せ
、
仏
教
を
批
判
し
て
い
た
。
仏
教

界
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
が
背
景
に
あ
り
、
仏
教
の
持
つ
思
怨

的
な
意
義
を
主
張
す
る
こ
と
は
急
務
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
内
了
は



そ
の
代
表
作
で
あ
る
『
仏
教
活
論
序
論
』
な
ど
で
は
、
仏
教
に
は
キ

リ
ス
ト
教
よ
り
優
れ
た
恕
怨
が
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
悶
了
は
仏
教
を
山
車
道
門
と
浄
土
門
の
こ
門
に
分
類
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
知
力
と
的
感
の
宗
教
に
当
た
る
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
を
援
す
る
に
仏
教
は
型
道
浄
土
の
二
門
あ
り
て
、
山
市
議
一
門

は
哲
学
の
宗
教
な
り
、
浄
土
門
は
怨
像
の
宗
教
な
り
。
請
を
換

え
て
こ
れ
を
い
え
ば
、
一
は
知
力
の
宗
教
な
り
、
一
は
怖
感
の

宗
教
な
り
。
こ
の
こ
門
兼
備
す
る
を
も
っ
て
、
仏
教
は
下
等
討

会
に
用
う
る
も
、
上
等
討
会
に
別
う
る
も
、
知
者
学
者
に
用
う

る
も
、
加
山
知
m
出
民
に
朋
う
る
も
M
ハ
に
川
相
応
の
利
益
あ
る
べ
し
。

す
な
わ
ち
知
力
の
宗
教
は
直
接
に
知
者
学
者
に
迎
し
、
怖
感
の

宗
教
は
直
接
に
ma
夫
恐
婦
に
控
9
る
な
り
。
し
か
し
て
忠
夫
感

婦
に
聾
9
る
浄
土
門
中
に
、
ま
た
お
の
ず
か
ら
知
古
学
者
に
、
剥
脱

す
る
も
の
あ
り
。
こ
れ
他
な
し
、
浄
土
門
は
怨
像
の
宗
教
中
に

哲
限
を
含
有
す
る
に
よ
る
。
こ
れ
余
が
浄
土
門
を
評
し
て
ヤ
ソ

教
の
よ
に
依
す
る
も
の
な
り
と
い
う
ゆ
え
ん
な
り
。
こ
れ
余
が

仏
教
を
評
し
て
、
古
今
不
二
の
宗
教
な
り
と
い
う
ゆ
え
ん
な

h
リ。

前
の
引
用
文
の
よ
う
に
、
仏
教
に
は
即
母
出
浄
土
の
こ
門
が
存
在
し
、

そ
れ
ぞ
れ
が
、
知
力
と
悩
感
の
宗
教
に
当
た
り
、
知
者
学
者
と
川
出
夫

嵐
氏
に
対
応
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
門
は
、
型
巡
門
が
務
版
、

天
台
、
時
識
に
当
た
り
、
浄
土
門
は
浄
土
宗
、
浄
土
災
宗
が
そ
れ
に

当
た
る
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
「
ヤ
ソ
教
の
ご
と
き
は
悩
感

の
宗
教
な
り
、
」
と
し
て
い
る
が
、
浄
土
門
は
単
純
な
怖
感
の
み
で

は
な
く
、
摂
理
を
含
有
す
る
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
よ
り
も
上
位
に
存

在
す
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
内
了
は
仏
教
を
削
奇
心
門
、
浄
土
門
の
二
円

に
分
類
す
る
も
の
の
実
際
に
は
、
そ
れ
ら
が
独
立
し
た
関
係
で
は
な

い
と
説
く
。

放
に
余
は
仏
教
を
詳
し
て
知
力
悩
感
師
会
の
宗
教
な
り
と
い
わ

ん
と
す
。
す
な
わ
ち
知
力
を
や
わ
ら
ぐ
る
に
悩
感
を
も
っ
て
し
、

情
感
を
導
く
に
知
力
を
も
っ
て
し
、
知
力
怖
感
互
い
に
相
助
け

て
二
者
向
全
を
得
差
し
む
る
も
の
、
こ
れ
わ
が
仏
教
な
り
。

こ
の
よ
う
に
、
円
了
は
、
仏
教
は
知
力
と
悩
感
が
そ
れ
ぞ
れ
に
相

万
に
補
助
し
合
う
と
述
べ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
情
感
で
あ
る
キ
リ
ス

ト
教
よ
り
浄
土
門
は
上
位
に
存
在
す
る
。
円
了
は
訓
宮
市
山
内
、
浄
土
門

mm-

を
決
し
て
二
門
に
分
け
て
考
え
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ

う
し
た
理
解
は
、
仏
教
の
災
如
に
関
す
る
説
明
に
つ
い
て
も
表
れ
て

い
る
。

主
側
酬
は
客
観
に
対
し
て
放
存
す
る
も
の
に
し
て
、
客
観
な
く
し

六



て
主
観
ひ
と
り
存
す
べ
き
砲
な
し
。
故
に
物
心
の
本
体
を
定
む
る
に

は
ま
ず
非
物
非
心
の
即
一
体
を
立
つ
る
よ
り
外
な
し
。
そ
の
礎
体
こ
れ

を
真
如
と
い
う
。
呉
川
州
は
物
に
し
て
物
に
あ
ら
ず
、
心
に
し
て
心
に

あ
ら
ず
。
い
わ
ゆ
る
非
物
非
心
に
し
て
ま
た
よ
く
建
物
是
心
な
り
。

こ
れ
を
非
有
非
空
亦
有
亦
空
の
中
道
と
い
う
。
故
に
余
は
こ
こ
に

附
叩
世
論
の
名
を
問
う
る
も
、
そ
の
説
あ
え
て
浬
の
一
辺
に
偏
す
る
も

の
を
い
う
に
あ
ら
ず
、
現
と
物
心
と
相
合
し
て
不
一
不
一
一
の
関
係
を

有
す
る
も
の
を
い
う
な
り
。

円
了
に
よ
れ
ば
、
主
観
は
客
観
が
な
け
れ
ば
そ
れ
は
主
観
と
し
て

存
在
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
物
心
の
関
係
も
そ
れ
と
対
に
な
る
取
で

あ
る
真
如
が
必
援
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
呉
川
州
は
物

心
と
不
一
不
二
の
関
係
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
関
係
性
を
『
将
一
盟
国
の
水
波
の
比
輸
を
引

mし
説
明
し
て
い

る。

す
な
わ
ち
仏
教
に
て
は
相
対
の
万
物
そ
の
体
災
知
の
一
一
四
に
外

な
ら
ざ
る
ゆ
え
ん
を
論
じ
て
、
万
法
廷
災
如
と
い
い
、
古
川
九
州
の

一
盟
、
物
心
を
陥
れ
て
別
に
存
せ
ざ
る
ゆ
え
ん
を
論
じ
て
な
バ
知

楚
万
法
と
い
い
、
あ
る
い
は
ま
た
真
如
と
万
物
と
肉
体
不
離

な
る
ゆ
え
ん
を
論
じ
て
、
万
法
是
真
如
真
如
是
万
法
、
色
即

是
空
空
即
是
色
と
い
う
。
色
は
す
な
わ
ち
物
に
し
て
、
空
は

ム
ノ、

す
な
わ
ち
現
な
り
。
な
お
物
即
是
間
世
間
出
即
是
物
と
い
う
が
ご

と
し
。
こ
の
関
係
を
示
す
に
水
波
の
た
と
え
を
も
っ
て
す
。
水

は
絶
対
の
真
如
に
比
し
、
波
は
相
対
の
万
物
に
比
し
、
万
物
の

形
象
一
な
ら
ざ
る
は
波
の
形
象
万
殊
な
る
に
比
し
、
問
パ
如
の
理

体
の
平
等
抽
悶
遜
な
る
は
水
の
休
の
差
別
な
き
に
比
し
、
真
知
是

万
法
万
法
定
災
如
、
色
即
是
空
安
即
悶
え
色
の
関
係
を
例
え
て
、

水
即
波
、
波
即
水
と
い
い
、
万
物
と
真
如
の
初
郎
れ
ざ
る
ゆ
え

ん
を
示
し
て
、
水
を
離
れ
て
波
な
く
、
波
を
離
れ
て
水
な
し
と

い
う
。
し
か
し
て
そ
の
い
わ
ゆ
る
}
刀
法
と
は
万
有
と
い
う
が
ご

《
胞
》

と
し
。
か
く
の
ご
と
く
論
ず
る
を
真
如
総
起
と
い
う
。

《

uv

川引

m文
の
迎
り
、
円
了
は
お
叫
信
論
』
の
水
波
の
比
仏
慨
を
用
い
な

が
ら
真
如
と
万
法
の
間
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
物

心
と
本
体
で
あ
る
真
如
の
関
係
伎
は
、
実
際
に
は
一
つ
の
現
象
で
あ

り
、
そ
れ
が
物
質
的
な
現
象
で
あ
れ
、
心
的
な
現
象
で
あ
れ
、
そ
の

現
象
の
奥
底
に
は
本
体
で
あ
る
真
如
が
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
内
了
が
引
用
す
る
よ
う
に
『
起
信
論
』
で
は
水
と
波
の
関
係

に
例
え
て
い
る
。
六
〈
仰
に
例
え
ら
れ
る
水
は
、
波
に
形
を
変
え
る
。

燦
々
な
波
の
中
に
は
本
体
の
水
が
山
間
，
ば
に
見
山
さ
れ
、
水
に
波
と
い

う
旧
制
象
が
内
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
水
即
波
、
波
即
水
と
設
い
得

る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
万
法
」
の
理
休
で
あ
る
真
如
は
水
波
の

関
係
性
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
「
現
象
即
尖
夜
論
」
の
本
体
が
現
象



に
内
在
す
る
と
い
う
思
怨
の
特
徴
を
一
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
『
起

信
論
』
の
水
波
の
比
織
を
引
用
し
た
の
は
、
当
時
流
行
で
あ
っ
た
「
現

象
即
実
在
論
」
の
説
明
に
適
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

か
く
の
ご
と
く
論
ず
る
と
き
は
、
事
々
物
々
一
と
し
て
真
如
な

ら
ざ
る
は
な
く
、
微
花
小
事
も
み
な
災
如
の
取
を
呉
し
、
一
滴

の
水
も
一
点
の
雲
も
み
な
真
如
の
理
を
具
す
。

今
、
更
に
そ
の
悶
岡
市
の
理
法
は
い
ず
れ
よ
り
生
ず
る
か
を
尋
ぬ

る
に
、
そ
の
理
法
は
す
な
わ
ち
真
知
自
体
の
規
則
と
い
わ
ざ
る

べ
か
ら
ず
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
我
人
の
意
識
内
の
呪
す
る
と
こ

ろ
の
万
象
万
化
一
と
し
て
真
如
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
宇
宙
至
る

と
こ
ろ
必
ず
悶
巣
の
攻
法
あ
り
て
存
す
る
を
み
れ
ば
な
り
。
放

に
こ
の
問
団
法
は
真
如
自
体
の
性
質
に
し
て
、
真
如
の
削
町
一
の
存
す

《
凶
》

る
と
こ
ろ
必
ず
こ
の
理
法
あ
り
て
存
す
る
な
り
。

円
了
に
よ
れ
ば
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
物
質
、
そ
し
て
図
果
に
於
い

て
も
盟
休
と
し
て
災
知
が
そ
の
奥
底
に
見
出
さ
れ
る
と
述
べ
て
い

る
。
こ
う
し
た
円
了
の
真
如
慨
は
「
真
如
是
万
法
万
法
廷
真
如
」
に

表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
起
信
論
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
現
象
か
ら
編
絶
さ
れ
た
、
超
越
的
な
笑
在
を
認
め
ず
、

む
し
ろ
そ
の
現
象
世
界
そ
の
も
の
実
在
と
認
め
る
と
い
う
思
恕
は

【
附
》

「
現
象
即
実
在
論
」
と
呼
ば
れ
る
。
内
了
の
紹
介
し
た
『
起
信
論
』

の
水
波
の
比
倫
は
こ
う
し
た
「
現
象
即
実
在
論
」
の
特
徴
に
合
致
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
尖
際
に
こ
の
時
期
の
思
怨
家
は
内
了
が
説

明
す
る
『
起
信
論
』
に
問
肺
線
を
受
け
た
者
が
多
い
と
指
附
加
さ
れ
て
い

る
。
先
行
研
究
に
よ
れ
ば
、
『
起
信
諭
』
が
明
治
の
閉
山
惣
家
に
与
え

た
要
閣
は
、
原
山
一
山
、
か
東
京
大
学
で
行
っ
た
「
仏
書
講
義
」
に
於
い

《
却
》

て
、
『
起
信
論
』
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

mm了
こ
う
し
た
物
心
の
説
明
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
と
、
塑
尚
一
門
浄

土
門
の
二
門
が
独
立
し
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
点
は
、
お
そ
ら
く
意

図
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
よ
り
詳
細
な
物
心
の
説
明
を
見

て
み
た
い
。

物
心
二
者
相
合
し
て
真
如
と
そ
の
休
を
問
じ
う
す
る
を
も
っ

て
、
物
は
真
如
の
一
半
に
し
て
、
心
ま
た
真
如
の
一
半
な
り
と

い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
果
た
し
て
し
か
ら
ば
、
一
半
の
心
に
し

て
よ
く
真
如
の
全
体
を
奴
出
す
る
は
は
な
は
だ
解
し
鮒
き
に
似

た
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
た
あ
え
て
怪
し
む
に
足
ら
ず
。
心
は
呉
川
仰

の
一
部
分
に
し
て
問
時
に
全
体
を
そ
の
中
に
含
有
せ
ざ
る
を
得

ざ
る
な
り
。
こ
れ
を
例
う
る
に
、
一
枚
の
紙
の
一
半
を
示
す
と

こ
ろ
の
表
裏
の
各
磁
の
ご
と
し
。
表
部
よ
り
こ
れ
を
見
る
も
、

袋
町
よ
り
こ
れ
を
見
る
も
、
ひ
と
し
く
紙
の
全
体
を
琉
ず
。
物

ノ、



ずよ心
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上
の
引
用
文
で
は
、
良
川
間
郎
、
山
、
心
即
真
如
、
真
如
即
物
、
物
即

bh如
の
凶
式
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
は
沼
山
信
論
』
の
「
仰
向
日
正
万
法

万
法
廷
闘
パ
如
」
の
立
問
掛
か
ら
即
時
務
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

こ
の
物
心
と
真
如
の
関
係
性
を
紙
に
例
え
て
い
る
点
は
重
要
で
あ

る
。
何
故
な
ら
、
円
了
の
述
べ
る
聖
道
内
と
浄
土
門
の
関
係
伎
に
類

似
す
る
か
ら
で
あ
る
。

型
遊
門
は
表
聞
に
知
力
の
宗
教
を
示
し
裂
回
に
怖
感
の
宗
教
を

含
み
、
浄
土
門
は
表
稲
に
伯
仲
憾
の
宗
教
を
示
し
袋
町
に
知
力
の

宗
教
を
含
む
も
の
な
り
。
こ
の
表
袋
両
市
川
相
合
し
て
仏
教
の
全

体
を
結
成
す
る
を
も
っ
て
、
辺
道
門
ひ
と
り
仏
教
な
る
に
あ
ら

ず
、
浄
土
門
ひ
と
り
仏
教
な
る
に
非
ず
、
県
道
浄
土
一
一
門
相
合

し
て
一
仏
教
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
内
了
は
仏
教
を
型
巡
問
、
浄
土
門
の
不
二
の
立
場
で

浬
解
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
真
如
は
本
体
で
あ
り
物
心
を
紙
の
表
裏

に
配
当
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
仏
教
が
紙
の
表
惑
に
塑
道
門
、

治
土
門
を
持
つ
こ
と
は
意
識
し
て
論
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
円
了

六
回

の
忠
怨
の
特
徴
は
こ
う
し
た
こ
つ
の
も
の
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
あ

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
起
信
論
い
で
は
災
如
門
と
生
滅
門
の
二

門
に
つ
い
て
鋭
か
れ
る
が
、
円
了
も
現
象
と
そ
の
本
体
を
伺
一
の
捌

係
と
し
て
鎚
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
自
身
の
主
張
す
る
設
道
門
と
浄

土
門
の
関
係
を
間
体
と
し
て
考
え
て
い
る
点
は
、
町
起
出
向
同
論
恥
か
ら

由
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
真
如
と
物
心
の
関
係
が
阿
休
で
あ
る
こ
と
は
『
起
信

品
川
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
円
了
は
仏
教
を
型
道
門
と
浄
土
門
に
分
烈
し
て
い
る
が
、
実

際
に
は
こ
者
の
結
合
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
紙
の

表
裏
の
比
倫
と
矧
似
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
了
の
恐
怨
的
謀
総
は

そ
れ
ぞ
れ
を
結
合
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

後
で
述
べ
る
が
、
こ
の
仏
教
に
知
力
(
間
車
道
内
)
と
情
感
(
狩
土
門
)

の
宗
教
が
存
夜
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
『
起
信
論
』
に
山
出
来
す
る
現

象
と
そ
の
本
体
で
あ
る
也
氏
如
や
実
在
が
現
象
に
内
在
す
る
と
い
う
思

惣
は
こ
の
時
期
の
思
怨
家
に
於
い
て
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
内

了
に
も
路
線
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
『
起
倍
諭
』
が
ど
の
よ
う
に

紹
介
さ
れ
て
い
た
か
、
詳
し
く
見
て
み
た
い
。

二
、
井
上
向
了
と
「
大
乗
起
信
論
』
の
影
響

こ
れ
ま
で
円
了
の
思
怨
に
は
、
仏
教
を
型
遊
門
と
浄
土
門
に
分
矧

し
、
ま
た
そ
の
関
係
を
紙
に
例
え
、
表
出
制
一
体
の
関
係
と
し
て
い
た



が
、
そ
れ
を
物
心
と
真
如
の
関
係
に
対
応
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
前
仰
に
見
た
円
了
の
思
怨
は
か
な
り
の
彩
線
を
も
っ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
期
の
仏
教
者
は
円
了
の
思
制
却
を
娘
一
に
し
て
書

物
を
若
し
て
い
た
と
抑
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
た
め
、
哲
学

館
系
の
仏
教
者
を
取
り
上
げ
て
、
円
了
の
影
線
を
見
て
み
た
い
。

釘
学
館
出
身
者
の
仏
教
研
究
者
と
し
て
有
名
な
人
物
と
言
え
ば
、

村
上
等
紛
が
あ
げ
ら
れ
る
。
村
上
は
兵
庫
県
の
真
宗
大
谷
派
の
寺
の

出
身
で
あ
り
、
一
ニ
十
瓦
歳
の
頃
に
盟
川
稲
荷
で
悶
明
・
唯
識
を
講
じ

た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
り
現
夜
の
駒
津
大
学
で
あ
る
曹
洞
宗
大
学

に
教
師
と
し
て
捕
か
れ
た
。
そ
の
際
に
、
内
了
の
聞
い
た
折
口
学
館
で

仏
教
教
理
舟
主
耐
義
す
る
と
と
も
に
、
折
口
学
の
秘
義
を
聴
講
し
て
い
た
。

そ
の
後
、
東
京
帝
悶
大
学
よ
り
印
度
哲
学
の
講
師
を
一
八
九
O
年
に

嘱
託
さ
れ
、
仏
教
史
の
研
究
雑
誌
で
あ
る
『
仏
教
史
林
』
を
発
行
し
、

【お》

大
著
で
あ
る
『
仏
教
統
一
抽
出
等
を
著
し
た
。
問
了
の
彩
縛
は
帥
刊
に

『
仏
教
統
一
品
川
』
の
第
一
編
で
あ
る
「
大
綱
論
」
に
強
く
児
ら
れ
る
。

他
方
で
、
「
現
象
実
在
論
」
の
特
徴
を
備
え
、
円
了
と
共
に
東
京

大
学
で
学
ん
で
い
た
思
想
家
で
あ
る
比
例
様
に
於
い
て
も
、
円
了
の
こ

れ
ま
で
述
べ
た
閉
山
怨
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
円
了
の
影
響
は
こ
う
し
た
村
上
、
消
淳
、
だ
け
で
は
な
く
、

禅
宗
系
の
仏
教
者
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
神
宗

は
円
了
の
よ
う
な
哲
学
的
な
説
明
に
よ
ら
な
い
思
怨
を
持
つ
は
ず
で

あ
り
、
鈴
木
は
一
九
一
四
年
に
出
版
し
た
ぷ
げ
の
第
一
義
』
で
は
そ

う
し
た
商
学
的
な
禅
の
解
釈
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し
、
円
了
が

汚
践
し
て
い
た
時
期
に
於
け
る
様
々
な
思
惣
家
、
仏
教
者
は
、
こ
れ

ま
で
み
た
円
了
の
思
惣
の
影
響
を
者
作
に
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
は
村
上
か
ら
総
認
し
て
み
た
い
。

ニ
一
、
村
上
等
精
の
場
合

村
上
の
大
著
で
あ
る
『
仏
教
統
一
抽
出
は
第
一
一
納
か
ら
五
編
ま
で

の
「
大
綱
論
」
、
「
原
理
論
」
、
「
仏
陀
論
」
、
「
教
系
論
」
、
「
実
行
論
」

か
ら
な
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
「
大
綱
論
」
(
一
九

O
一

年
)
、
「
原
海
論
」
(
一
九
O
一
ニ
年
)
、
「
仏
陀
論
」
(
一
九
O
五
年
)
を

出
し
た
と
こ
ろ
で
中
断
し
、
一
九
一
一
七
年
に
五
編
の
「
尖
践
論
」
の

上
下
巻
が
出
版
さ
れ
、
四
編
の
「
数
系
論
」
は
出
版
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
「
大
綱
論
」
は
円
了
の
彩
務
が
強
い
と

思
わ
れ
る
。

村
上
は
「
大
総
論
」
に
於
い
て
、
仏
教
の
各
宗
派
は
終
磁
の
災
現

《

M
P》

を
説
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
る
消
極
論
と
、
刑
制
極
論
は
泌
間
引
い
論
に

対
し
て
説
く
こ
と
の
出
来
な
い
本
体
を
北
九
州
や
中
道
、
如
来
版
、
第

一
義
諦
、
一
ニ
諦
円
融
、
性
起
縁
起
、
本
来
間
目
、
大
日
如
来
、
級
品
米

R

却
》

山
界
、
阿
弥
陀
如
来
と
説
明
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
村
上
は
「
如

何
な
る
言
語
文
字
も
説
明
す
べ
か
ら
ず
、
説
明
す
れ
ば
必
第
二
義

〔
訂
】に

」
な
る
と
述
べ
、
総
同
概
論
は
消
極
論
の
写
真
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

Am》

て
い
る
。
こ
の
説
明
で
は
円
了
の
型
巡
門
、
浄
土
門
と
は
や
や
異
な

六
日



る
が
、
仏
教
を
二
分
し
て
い
る
と
い
う
忠
総
は
円
了
と
似
て
い
る
。

さ
ら
に
、
内
了
の
彩
線
、
か
み
ら
れ
る
点
は
、
消
同
開
論
に
分
頒
し
て
い

る
浄
土
教
の
記
述
に
於
い
て
磁
認
で
き
る
。

此
他
浄
土
教
の
如
き
は
段
下
日
曜
劣
の
も
の
を
相
手
に
、
市
γ
拐
を

己
日
と
し
て
教
ふ
る
と
一
五
ふ
も
、
制
叩
陀
を
説
き
、
浄
土
を
預
る
に

於
て
、
不
可
柄
、
不
可
説
、
不
可
思
議
の
訟
を
以
て
震
さ
ざ
る

《
釦
》

も
の
あ
る
こ
と
な
し
。

こ
の
浄
土
教
を
説
く
対
象
が
「
最
下
回
恥
劣
の
も
の
」
と
す
る
の
は
、

円
了
の
浄
土
門
の
対
象
が
「
畑
山
知
愚
氏
」
と
す
る
点
と
綴
似
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
消
極
論
と
初
版
諭
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
関

係
性
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

消
極
的
一
聞
に
て
満
足
す
る
能
は
ず
、
又
税
極
的
一
而
に
で
も

淵
足
す
る
能
は
ず
、
訓
刷
版
と
消
恨
の
両
而
よ
り
説
き
去
り
説
古

来
り
て
、
し
ば
ら
く
満
足
を
得
る
に
至
る
も
の
な
り
。

こ
れ
は
円
了
が
塑
道
門
と
浄
土
問
の
関
係
性
を
紙
の
表
裏
に
例
え

て
い
た
こ
と
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
現
象
と
本
体

の
間
関
係
刊
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

4

、、
J
J
J
J
 

宮
人
の
思
想
開
股
の
順
『
ル
げ
を
三
段
階
と
し
て
考
ふ
る
に
、
始
め

は
現
象
の
波
別
界
を
見
て
、
本
憾
の
無
差
別
会
を
見
る
に
至
ら

ざ
る
も
三
法
印
、
一
歩
進
め
ば
必
本
憾
の
無
差
別
界
を
怨
陥
附
す

る
に
歪
ら
ん
、
然
れ
ど
も
初
め
よ
り
其
本
憾
と
現
象
の
合
一
を

見
る
こ
と
能
は
ざ
る
べ
し
。
二
法
印
、
然
れ
ど
も
更
に
論
歩
の

進
む
あ
れ
ば
、
方
に
現
象
即
本
側
な
る
こ
と
を
知
り
、
援
別
即

無
差
別
、
無
差
別
郎
差
別
な
る
こ
と
を
知
る
に
至
ら
ん
。
一
法

印
、
三
法
印
刷
判
じ
て
一
一
法
印
と
成
り
、
二
法
印
刷
押
じ
て
一
法
印

と
成
り
し
も
の
、
恐
ら
く
は
此
の
如
き
論
理
忠
忽
開
展
の
現
象

な
ら

M。

こ
の
よ
う
に
発
底
的
に
三
法
印
か
ら
一
法
印
ま
で
を
説
明
し
、
本

体
と
現
象
の
間
関
係
は
段
終
的
に
、
「
現
象
即
本
体
」
と
な
る
と
村
上

は
説
明
す
る
。
こ
れ
は
円
了
の
真
如
と
物
心
の
関
係
の
説
明
と
類
似

し
、
対
上
哲
次
郎
の
折
口
学
論
で
あ
る
「
現
象
即
実
在
論
」
を
怨
起
さ

せ
る
。
こ
う
し
た
本
休
と
そ
の
作
用
の
関
係
と
い
う
構
図
は
他
に
も

児
ら
れ
る
。
円
了
と
同
じ
く
水
波
の
比
倫
に
つ
い
て
も
村
上
は
述
べ

て
い
る
。
真
如
の
説
明
も
合
わ
せ
て
み
て
み
た
い
。

良
如
は
個
々
別
々
の
関
有
に
異
な
り
、
関
有
の
本
側
な
り
、
絶

釘
な
り
、
無
限
な
り
と
し
て
み
れ
ば
、
愈
々
以
て
、
極
々
の
腐

A

仙
川
》

糾
は
ア
五
加
円
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。



之
を
物
質
問
什
に
就
い
て
考
ふ
る
も
、
之
を
精
神
間
什
に
就
て
考
ふ

る
も
、
時
有
は
一
仰
に
し
て
多
の
属
性
を
有
す
る
も
の
な
り
。

例
へ
ば
、
水
は
沈
静
な
る
も
の
に
し
て
而
も
能
く
動
揺
す
る
が

《仇ど

如
く
、

村
上
は
吋
起
債
論
』
の
呉
川
仰
を
万
物
の
本
体
と
考
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
内
了
と
問
様
の
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
が
縦
認
で
き
る
。
ま

た
、
真
如
と
水
波
の
比
織
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

円
了
の
紹
介
し
た
『
起
信
論
』
か
ら
影
響
さ
れ
て
い
る
と
疑
い
よ
う

が
な
い
。
ま
た
、
「
大
縦
論
」
の
第
五
議
で
村
上
は
抑
宗
を
知
情
意

の
中
で
、
慈
に
当
た
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
河
了
が
一
八
九
三

年
に
出
版
し
た
『
榔
直
前
哲
学
序
論
』
の
仏
教
の
分
郊
を
そ
の
ま
ま
使
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
村
上
の
説
明
を
ま
ず
引
用
し
て
み
た
い
。

は持11
怠宗
には
際民
す i生
ベ美
きの
な '1"
り5に
。て

は
in 
に
両日
す
べ
く
智
情
}$..t、

の

に
て

次
に
内
了
の
説
明
を
見
て
み
た
い
。
円
了
は
『
禅
宗
留
学
序
論
』

に
於
い
て
仏
教
を
理
宗
と
迎
宗
に
分
け
、
理
宗
を
物
、
心
、
理
の
一
ニ

宗
と
し
、
通
i
J

吊
を
智
、
悩
、
怠
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
理
宗
は
理

論
を
つ
か
さ
ど
る
宗
派
で
あ
り
、
通
宗
は
実
際
策
、
つ
ま
り
実
践
の

あ宗
る派
。で

あ
る
と
し
て
い
る5

P'1 
了
の
図
式
に
従
え

ば
以
F 
の
巡
り
で

「上…一山……山一………片付
γ)

「上山一山らびにふ

村
上
は
「
大
縦
論
」
を
著
し
た
当
時
は
河
了
か
ら
の
山
路
線
が
強
か
っ

た
と
音
問
え
る
で
あ
ろ
う
。
村
上
は
哲
学
館
で
講
義
を
倣
識
し
、
講
義

な
担
当
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
河
了
か
ら
多
大
な
M
W轡
な
受
け
て

い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

二
二
、
清
津
満
之
の
場
合

円
了
と
関
係
の
拙
怖
か
っ
た
仏
教
留
学
者
と
言
え
ば
、
渋
滞
満
之
、
か

挙
げ
ら
れ
る
。
消
開
伴
も
内
了
と
伺
じ
く
、
「
現
象
即
実
在
論
」
の
特

徴
を
備
え
た
息
怨
家
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
『
宗
教

哲
学
骸
骨
』
(
以
下
『
骸
骨
』
)
に
は
円
了
の
影
響
や
『
起
伝
論
』
の

彩
絡
が
み
ら
れ
る
。

『
骸
骨
』
は
シ
カ
ゴ
万
悶
博
覧
会
で

4
h同
h
h同
hM10言
。
『
』

一、二ft
 



~
u
h
h
h
c
h
G』u
h『
O
可
同
町
h
h
c
h
O」
〈
=
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
『
骸
骨
』
に
円
了
の
彫
棚
闘
が
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

《

m-る
。
例
え
ば
、
第
一
禁
に
あ
る
「
宗
教
と
学
問
」
で
は
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

彼
の
諸
多
の
学
問
は
、
山
首
道
理
心
が
川
附
係
す
る
悩
域
を
表
す
者

と
樹
、
っ
て
珂
な
り
。
揃
し
て
、
共
の
中
に
於
い
て
、
時
だ
留
学

は
、
遊
間
岨
心
の
無
限
に
関
係
す
る
と
は
、
大
い
に
異
な
り
。
道

磁
心
の
聞
係
す
る
は
、
之
を
追
求
す
る
に
あ
り
。
宗
教
心
の
側

係
す
る
は
、
之
を
受
容
す
る
に
あ
り
。
今
少
し
く
之
を
緋
明
せ

ば
、
道
理
心
は
、
細
川
限
の
良
否
を
疑
ひ
て
、
之
を
研
究
し
、
之

を
討
号
し
て
、
終
に
之
を
務
継
せ
ん
と
す
。
般
に
、
務
し
川
別
々

雌
々
に
之
を
獲
得
す
れ
ば
、
沼
山
サ
の
無
辺
に
関
係
す
る
事
業
は

《
仰
》

終
結
す
。

市
寓
す
る
に
無
限
に
対
し
て
、
宗
教
心
は
受
容
す
る
も
の
と
道
硯
心

の
一
一
心
か
ら
探
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
円
了
の
聖
退
問
、
浄
土
門
の
議
論
に
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
、
有
限
と
無
限
の
関
係
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
る
。

無
限
有
限
の
二
者
、
間
仰
な
り
や
、

m
A
憾
な
り
や
。
日
く
、
若

一、
L

J

ノ
ノ

し
二
者
異
例
山
な
り
と
せ
ば
、
畑
一
限
の
憾
の
外
に
、
有
限
の
徽
あ

る
べ
か
ら
ず
。
問
見
れ
畑
一
限
の
義
に
背
反
す
る
も
の
な
り
。
放
に
、

畑
山
限
の
抽
出
の
外
に
、
有
恨
の
倣
あ
る
べ
か
ら
ず
。
削
即
ち
加
山
閉
山
有

限
は
同
一
憾
た
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
目
。

こ
こ
で
は
無
限
と
有
限
が
一
体
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
本
体
と
派
生
的
な
も
の
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
「
現
象
即
実

在
論
」
の
特
徴
に
一
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
細
川
限

【
位
》

を
「
川
県
限
良
如
と
、
有
限
前
向
法
と
は
、
間
隙
並
立
の
も
の
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
畑
一
限
を
呉
川
仰
と
解
釈
し
て
い
る
し
、
有
限

を
万
法
と
し
て
い
る
点
は
円
了
と
同
様
の
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た

災
如
と
い
う
名
祢
は
『
起
信
諭
h

の
彩
捌
闘
を
疑
え
る
。

内川倣川町
h

で
は
、
内
了
が
紹
介
し
て
い
た
『
起
信
論
』
の
水
波
の

比
除
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

此
の
民
如
と
は
絶
釘
無
限
な
り
、
前
法
と
は
相
釘
有
限
な
り
。

附
し
て
保
明
と
は
奇
人
の
不
明
何
恕
議
を
提
表
し
て
、
客
位
に
似

立
し
た
る
者
に
過
ぎ
ず
。
般
に
民
如
の
水
が
、
無
明
の
風
に
よ

り
て
前
法
の
波
を
生
ず
る
と
い
へ
る
は
、
其
の
災
良
如
と
市
内
法

の
関
係
は
、
吾
人
の
思
議
し
得
ざ
る
所
の
純
化
な
り
と
ふ
こ
と

【
日
》

な
り
。



こ
の
説
明
は
吋
起
信
持
母
に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
清
津
の
『
骸
骨
』
に
は
盟
道
門
、
出
げ
土
問
、
そ
し
て
円
了
が

紹
介
し
た
「
起
信
論
』
の
水
波
の
比
鳴
が
確
認
で
き
る
。
内
了
と
同

じ
く
「
現
象
即
実
在
論
」
の
説
明
に
過
し
て
い
た
か
ら
引
用
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

他
に
、
塑
巡
門
、
浄
土
門
の
議
論
は
消
開
聞
に
於
い
て
臨
機
的
に
受

議
さ
れ
て
い
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
一
八
九
二
年
に
第
三
高
等
学
校

青
年
会
第
二
周
年
会
に
於
い
て
行
わ
れ
た
「
自
力
他
力
」
で
は
以
下

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

今
此
の
二
門
を
詳
介
す
る
に
先
た
ち
、
之
を
否
人
の
心
性
作
用

に
比
針
す
れ
ば
、
自
力
門
は
智
力
の
作
用
の
自
ら
進
ん
で
、
事

物
の
原
理
を
締
究
す
る
が
如
く
、
他
力
門
は
悩
感
の
作
用
の
外

岡
山
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
波
動
す
る
が
如
し
、
放
に
仰
教
中
に
於
い

て
塑
道
内
の
如
き
、
甚
だ
留
学
に
類
す
る
所
あ
り
、
浄
土
門
の

如
き
は
美
術
に
類
す
る
所
あ
り
。

こ
の
よ
う
に
阿
了
と
同
じ
く
塑
道
門
、
浄
土
門
と
い
う
一
一
白
菜
が
み

ら
れ
る
。
聖
道
内
は
哲
学
に
煩
似
す
る
と
い
う
点
は
円
了
と
全
く
悶

じ
だ
が
、
浄
土
門
が
美
術
に
類
す
る
と
す
る
所
は
異
な
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
期
の
清
津
は
内
了
や
可
起
信
論
』
の
同
防
総
が
あ
っ
た
こ
と
は

間
巡
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
水
波
の
比
織
に
つ
い
て
言
及
し
、

加
盟
道
門
や
浄
土
門
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
、
円
了
の
著
作
を
参
考
に

し
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
川
氏
怒
す
べ
き
は
、
内
了
は
紙

の
比
鳴
を
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
に
用
い
て
い
た
が
、
そ
れ
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。

二
一
三
、
近
代
の
禅
者
へ
の
影
響
鈴
木
大
拙
の
場
合

近
代
の
禅
の
閉
山
怨
家
と
し
て
有
名
な
人
物
と
一
言
え
ば
鈴
木
大
拙
の

名
前
が
真
っ
先
に
上
が
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
鈴
木
が
初
め

て
出
版
し
た
『
新
宗
教
諭
』
(
一
八
九
六
年
)
に
は
mm
了
や
『
必
信
論
』

の
思
想
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

宇
宙
を
統
制
す
る
一
大
原
理
、
或
は
第
一
義
諦
と
臼
ふ
ベ
く
、

或
は
絶
釘
と
日
ふ
ベ
く
、
或
は
怨
と
臼
ふ
ベ
く
、
或
は
意
と
日

ふ
ベ
く
、
戒
は
筑
間
と
日
ふ
べ
く
、
或
は
無
怒
識
を
臼
ふ
ベ
く
、

或
い
は
混
と
日
ふ
ベ
く
、
或
は
紳
と
臼
ふ
ベ
く
、
或
は
不
可
知

と
日
ふ
ベ
く
、
或
は
道
と
臼
ふ
べ
く
、
或
は
冊
以
如
と
臼
ふ
ベ
し
。

其
名
総
の
如
何
、
共
性
質
は
如
何
は
、
哲
学
者
の
所
見
に
由
り

て
千
組
前
同
様
な
る
べ
し
と
雌
も
、
道
一
物
を
以
て
宇
宙
一
切
の

現
象
を
由
り
て
起
る
所
以
と
な
る
に
受
り
で
は
、
皆
相
一
致
せ

《
崎
》

ざ
る
を
得
、
ず
。

鈴
木
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
一
大
原
理
は
哲
学
者
の
聞
で
相
違
す
る

九



が
、
そ
れ
は
名
称
が
異
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
一
致
す
る

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
文
の
最
後
で
そ
の
際
環
の
名
称
を
「
民

如
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
『
起
信
諭
』
か
ら
由
来
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
ご
大
原
理
」
が
「
宇
宙
一
切
の
現

象
を
山
り
て
起
る
」
と
し
て
い
る
点
は
円
了
も
同
様
で
あ
っ
た
し
、

「
現
象
即
実
在
論
」
の
立
場
と
類
似
す
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
『
新

宗
教
諭
』
の
中
で
「
現
象
即
実
在
論
」
と
い
う
名
称
を
鈴
木
は
直
接

出
す
こ
と
は
な
い
が
、
知
似
し
た
表
現
が
み
ら
れ
る
。

Mm
川
り
而
し
て
宗
教
は
亦
道
徳
の
如
く
岡
よ
り
人
心
の
動
機
を
是

非
す
と
雌
も
、
歩
を
此
に
止
め
ず
、
更
に
進
ん
で
五
百
人
と
宇
宙

の
関
係
、
郎
ち
有
限
と
無
限
の
関
係
を
説
く
。
即
ち
奇
人
は
倣

俄
孤
立
の
存
紅
な
す
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
時
間
上
、
空
間
上
、

《

M
2

加
山
辺
細
川
窮
の
一
大
相
迎
な
っ
て
存
す
る
所
以
を
説
く
。

前
述
し
た
よ
う
に
「
有
限
無
線
」
と
は
「
現
象
即
実
在
論
」
の
特

《

仙

叩

】

《

mv

微
を
持
つ
清
沢
、
か
好
ん
で
使
用
し
た
表
現
で
あ
る
。
鈴
木
は
宇
街
と

言
う
本
体
と
、
「
個
個
孤
立
」
の
存
在
で
あ
る
我
が
相
述
な
っ
て
存

在
し
て
い
る
と
し
て
い
る
点
は
「
現
象
即
実
在
論
」
の
特
徴
に
類
似

し
、
清
潔
の
「
有
限
無
限
論
」
と
軌
を
一
に
す
る
。
他
方
で
、
内
了

の
紹
介
し
た
『
起
信
論
』
の
水
波
の
比
除
は
見
ら
れ
な
い
。

鈴
木
は
そ
の
生
涯
の
中
で
留
学
を
あ
ま
り
評
価
し
て
お
ら
ず
、

8 

一
九
一
四
年
に
出
版
し
た
薪
げ
の
第
一
義
』
で
は
、
仰
を
哲
学
的
に

理
解
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
問
、
『
新
宗
教
諭
』
で
は
あ
る
程
度
、

宗
教
の
惣
学
的
な
説
明
が
有
用
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

さ
れ
ど
奇
人
は
宗
教
を
以
て
釘
学
的
に
解
釈
し
符
べ
か
ら
ず
と

な
す
も
の
に
あ
ら
ず
。
之
を
美
術
に
織
へ
ん
に
、
議
美
学
は
美

の
性
質
を
説
明
し
得
ベ
し
、
勿
叫
削
轡
美
学
は
美
術
其
の
も
の
に

あ
ら
ず
。
紳
矧
附
紋
紗
と
し
て
一
刀
一
澄
の
中
に
隠
現
す
る
所
以

は
、
議
奨
学
の
解
釈
に
て
学
び
得
ベ
し
も
あ
ら
ず
と
跳
も
、
美

を
客
観
的
に
主
観
的
に
説
明
す
る
一
事
は
な
し
蛾
き
に
あ
ら
ざ

る
べ
し
。

鈴
木
は
前
の
引
用
文
の
迎
り
、
宗
教
と
哲
学
の
関
係
を
υ
尖
術
と
美

学
に
例
え
て
い
る
。
宗
教
を
説
明
す
る
際
に
哲
学
が
有
用
で
あ
る
と

肯
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
点
は
投
目
す
べ
き
で
あ
る
。
他
方
で
、

浄
土
門
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
、
治
州
伴
は
宗
教
が
美
術
に
類
す
る

と
し
て
い
た
点
と
、
鈴
木
が
宗
教
を
美
術
に
例
え
て
い
る
点
と
類
似

し
て
い
る
。
振
り
返
れ
ば
、
消
深
の
「
有
限
無
限
論
」
と
同
じ
よ
う

な
有
限
と
無
限
が
同
体
で
あ
る
と
い
う
表
現
が
泉
州
宗
教
諭
』
に
於

い
て
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
消
刊
伴
の
著
作
を
参
考
に
し
て
『
新
宗
教

抽
出
が
脅
か
れ
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
よ
っ
て
、
『
新
宗
教
諭
』

は
流
行
の
留
学
論
や
、
災
如
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
『
起
一
一
隔
地
野



を
受
察
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

他
方
で
、
内
了
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述

が
見
ら
れ
る
。

留
学
と
宗
教
と
は
酷
似
せ
る
が
如
し
。
さ
れ
ど
、
心
攻
の
よ
よ

り
見
れ
ば
、
一
は
如
閣
に
属
し
、
一
は
情
意
に
属
す
。
其
目
的
よ

り
臼
へ
ば
、
一
は
安
心
立
命
に
在
り
、
一
は
論
涯
の
調
和
統
一

に
在
り
。
、
其
手
段
よ
り
日
へ
ば
、
一
は
了
知
分
別
に
山
り
、

一
は
直
下
に
合
得
せ
よ
と
教
ふ
。
而
し
て
一
積
の
留
学
者
よ
り

見
れ
ば
、
宗
教
は
哲
学
の
応
用
に
し
て
、
留
学
は
宗
教
の
理
論

な
る
べ
し
。
又
宗
教
家
よ
り
見
れ
ば
、
哲
学
は
説
明
に
過
ぎ
ず
、

Am】

宗
教
は
事
実
な
り
。

留
学
と
宗
教
の
関
係
を
智
と
悩
怠
に
配
開
削
し
て
い
る
点
は
円
了
の

仏
教
を
型
道
内
と
浄
土
門
の
分
鎖
し
て
い
る
点
と
類
似
し
て
い
る
。

ま
た
、
留
学
者
と
宗
教
家
の
関
係
に
つ
い
て
川
相
互
に
依
拠
し
て
い
る

点
は
円
了
の
仏
教
が
留
学
と
宗
教
の
結
合
と
し
て
い
る
点
と
類
似
し

た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
円
了
、
消
降
、
そ
し
て
『
起

信
論
』
の
思
怨
を
『
新
宗
教
諭
』
で
は
受
容
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
『
新
宗
教
抽
出
の
成
立
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
は
既
に
先
行

研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
鈴
木
の
『
新
宗
教
諭
』
の

4

ハ
い
か
れ
た
経
総
と
い
う
の
は
、
釈
宗
一
泌
が
一
八
九
一
一
一
年
に
シ
カ
コ
万

悶
宗
教
会
議
に
参
加
し
た
際
に
会
員
の
ジ
ョ
ン
・
バ
ロ
ー
ス
と
い
う

人
物
か
ら
執
筆
を
依
頼
さ
れ
、
そ
の
一
部
そ
釈
が
鈴
木
に
担
当
さ
せ

よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
止
位
行
研
究
で
は
こ
う
し
た
背
演

や
、
一
見
々
『
新
宗
教
諭
』
は
釈
と
鈴
木
の
共
著
で
進
め
ら
れ
て
い
た

民
間
》

こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
受
動
的
な
性
絡
の
強
い
没
物
で
あ
る
と
指
摘
さ

【
問
》

れ
て
い
る
。
ま
た
鈴
木
自
身
、
『
新
宗
教
諭
h

の
立
場
に
満
足
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
郎
凶
幾
問
郎
会
八
七

O

一
九
間
五
)
へ
送
っ

《
訂
》

た
手
紙
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
商
問
へ
送
っ
た
手
紙
も

《
鮒
-

吋
新
宗
教
諭
』
の
出
版
と
悶
じ
く
一
八
九
六
年
の
も
の
で
あ
る
た
め
、

鈴
木
に
と
っ
て
『
新
宗
教
諭
』
の
立
場
は
ご
く
総
ら
れ
た
一
過
性
の

も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
四
、
釈
宗
演
の
場
合

さ
て
、
『
新
宗
教
諭
』
の
成
立
が
釈
と
の
共
著
で
脅
か
れ
る
予
定

で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
の
告
に
釈
の
影
響
が
あ
る
こ

と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
釈
が
ど
う
い
っ

た
思
惣
を
持
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

釈
が
一
八
九
三
年
に
シ
カ
ゴ
宗
教
万
悶
宗
教
会
議
に
参
加
し
た
こ

と
は
有
名
で
あ
る
。
釈
は
こ
の
大
会
で
各
発
表
者
の
内
容
を
ま
と
め

た
『
市
内
閣
宗
教
大
合
一
流
』
を
出
版
し
て
い
る
。
釈
自
身
の
発
表
は

「
倒
教
の
要
己
問
弁
因
巣
法
」
(
英
訳
=
目
出
向
h
む
さ
ミ

(
U
2
2
起
官
庁
、
、
言

七



思旬、
h
h
z
マ
国
主
込
町
立
-
)
と
一
雷
雨
う
題
目
で
行
わ
れ
た
。
ロ
附
閲
宗
教
大

品
目
一
流
陶
の
釈
の
発
表
内
容
を
確
認
す
る
と
、
こ
の
世
の
一
切
の
も

の
は
性
と
怖
の
二
級
に
よ
っ
て
起
こ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず

は
、
性
の
説
明
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

性
は
百
人
か
本
党
の
良
性
で
あ
り
ま
し
て
。
一
切
前
物
の
住
み

家
と
し
て
厨
る
理
憾
で
あ
り
ま
す
。
之
を
大
智
度
論
に
は
。
一

切
の
色
法
皆
祭
分
あ
り
。
諸
法
の
中
皆
抽
出
然
の
性
あ
り
。
之
を

《
印
】

法
性
と
名
づ
く
と
云
ふ
て
あ
り
ま
す
。

性
は
一
切
万
物
の
本
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
性

は
法
性
、
つ
ま
り
災
加
で
あ
る
と
す
る
点
は
こ
れ
ま
で
の
恩
恕
家
に

共
泊
し
て
い
る
。
ま
た
、
本
党
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
判
起

持
嗣
論
』
の
影
蜘
慨
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
情
に
つ
い
て

総
認
し
て
み
た
い
。

情
は
吾
人
が
不
健
の
一
念
で
即
ち
円
安
刷
出
の
奥
名
で
あ
り
ま
す
。

是
を
大
智
嬰
酬
に
は
。
五
悩
の
所
欲
と
云
ふ
て
り
ま
す
、
そ
こ

で
此
一
念
不
覚
の
心
が
起
こ
り
ま
す
と
。
自
と
一
五
ひ
、
他
と
一
五

ひ
、
能
と
一
五
ひ
、
所
と
一
言
ふ
、
機
々
な
る
も
の
が
出
来
る
の

《山むで。

七

釈
に
よ
れ
ば
備
は
不
党
の
一
念
で
あ
り
、
妥
殺
で
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
党
に
至
っ
て
い
な
い
た
め
、
五
抑
制
の
所
欲
が

起
こ
り
、
機
々
な
分
別
心
が
起
こ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
不
党
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
釈
の
こ
う
し
た
考
え
は
、
『
起
信
諭
い

に
由
来
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
性
と
悦
の
関
係

に
つ
い
て
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

衆
生
の
有
悩
な
る
物
が
ま
法
で
。
山
河
の
加
川
市
的
な
る
物
が
依
抑
制

で
あ
り
て
。
性
と
悩
の
二
抑
制
が
と
り
も
な
お
さ
ず
性
情
な
る
心

的
二
鮪
の
原
理
か
ら
出
来
上
た
と
云
ふ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
通
り
法
性
が
縁
起
し
て
荷
物
が
位
界
に
顕
は
れ
て
く
る
と
同

時
に
。
而
し
て
所
制
死
と
生
と
性
と
悩
と
の
m
問
者
は
。
い
つ
も

主
人
と
な
り
。
客
と
な
り
。
互
い
に
相
関
係
し
て
極
ま
り
な
い

の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
死
は
生
あ
る
に
よ
っ
て
死
が
あ
り
。
生

は
悩
欲
に
よ
っ
て
身
命
が
あ
り
。
悩
欲
は
mH性
が
動
き
出
す
に

Aωv 

由
て
情
欲
が
起
こ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

法
切
で
あ
る
災
如
が
縁
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
万
物
の
世
界
が
現

れ
る
が
、
実
際
に
起
こ
る
様
々
な
認
識
は
不
党
で
あ
る
た
め
妄
想
と

さ
れ
る
。
悩
は
性
と
相
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
と
死
の
関

係
性
と
悶
様
に
生
が
あ
る
か
ら
死
が
あ
り
、
死
が
あ
る
か
ら
生
が
あ

る
と
釈
は
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
法
性
で
あ
り
呉
川
で
あ
る
性
は
妥



怒
で
あ
る
情
と
相
互
一
休
の
関
係
性
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

こ
れ
は
前
に
隊
認
し
た
内
了
の
思
想
と
附
相
似
す
る
も
の
で
あ
り
、
明

治
則
の
思
想
家
の
持
つ
「
現
象
即
実
在
論
」
に
も
似
た
も
の
と
考
え

《日
v

る
こ
と
が
で
き
る
。

釈
の
『
前
閥
宗
教
大
品
目
一
路
面
で
は
塑
道
内
、
浄
土
門
の
よ
う
な

内
了
の
恕
怨
は
見
ら
れ
な
い
が
、
本
党
、
不
党
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
こ
と
か
ら
『
起
信
論
』
が
影
線
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
万
物
の

本
体
を
法
性
、
つ
ま
り
真
如
と
し
て
い
る
点
は
こ
れ
ま
で
の
思
想
家

と
類
似
し
て
い
る
。
『
新
宗
教
諭
』
に
つ
い
て
振
り
返
っ
て
考
え
れ
ば
、

鈴
木
が
『
新
宗
教
諭
』
の
中
で
「
宇
宙
を
統
制
す
る
一
大
原
理
」
を

英
知
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
は
、
釈
の
即
時
縛
を
受
け
て
い
た
か
、
も
し

く
は
釈
の
説
を
そ
の
ま
ま
永
認
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

釈
の
影
響
は
鈴
木
だ
け
で
は
な
く
、
参
川
仰
を
指
導
し
て
い
た
心
理

学
者
の
元
良
国
内
次
郎
(
一
八
五
八
一
九
二
一
)
の
著
作
に
於
い
て

も
見
ら
れ
る
。
一
沌
良
は
一
八
九
四
年
の
一
二
月
二
一
一
一
日
か
ら
こ
九
日

の
問
、
円
覚
寺
の
釈
の
元
で
参
明
仰
を
行
っ
た
。
こ
の
参
禅
の
総
子

は
一
八
九
五
年
に
吋
参
禅
日
誌
』
と
し
て
元
良
に
よ
っ
て
出
版
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
一
元
良
は
東
洋
思
想
に
つ
い
て
関
心
が
向

く
、
一
九

O
五
年
に
は
第
五
間
関
際
心
理
学
大
会
に
於
い
て
=
ミ
E

A
¥
同
向
。
号
、
言
切
室
内
三
豆
町
言
。
も
守
=
(
「
東
洋
哲
学
に
於
け
る
自
我

の
観
念
」
)
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
元
良
は
、
東
洋
思

惣
は
限
洋
思
怨
と
は
奥
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
東
洋
樹
学
で
は
、
心

の
一
部
が
心
の
他
の
部
分
を
観
察
す
る
時
、
同
脱
出
放
す
る
側
を
主
観
と

呼
び
、
綴
察
さ
れ
る
側
を
客
観
と
し
て
い
針
。
こ
れ
ま
で
は
客
観
を

知
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
主
視
を
相
脱
出
獄
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

と
釈
は
述
べ
、
禅
宗
の
修
行
は
、
主
観
的
立
場
に
よ
っ
て
自
己
を
観

祭
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
セ
陶
そ
の
も
の
を
観

祭
す
る
神
宗
の
立
場
が
、
釈
の
関
心
を
引
い
た
こ
と
は
怨
像
に
難
く

【

M
W》

な
い
。
こ
の
論
文
で
は
、
仏
教
の
真
如
と
心
的
な
活
動
に
つ
い
て
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

側
教
は
良
如
と
心
的
活
動
と
の
関
係
を
な
の
如
く
説
明
す
。
絶

対
的
に
不
変
な
る
筑
如
は
鐙
化
俄
と
結
合
し
て
阿
脳
耶
識
を
造

る
降
板
耶
識
は
或
る
鮎
に
て
れ
は
滋
化
し
他
の
鮎
に
て
は
幾
化

《
肝
》

せ
ず
。

《
倒
】

こ
の
説
明
は
『
起
信
論
』
の
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

に
、
水
波
の
比
除
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

さ
り

又
良
如
を
水
に
附
智
正
協
同
如
の
水
は
「
無
間
的
」
の
風
に
動
か
さ
れ

滋
に
七
の
鐙
化
窓
織
の
泌
を
生
ず
。
而
し
て
此
の
水
と
波
と
の

全
体
は
却
ち
阿
頼
耶
識
由
。
民
如
は
恰
も
宇
宙
精
神
に
し
て
各

人
は
其
の
肉
体
の
生
存
中
之
を
其
の
身
に
分
有
し
て
以
て
一
偶

《

ωv

人
絡
を
作
す
こ
と
猶
ほ
抽
出
抽
出
の
洋
水
を
分
有
す
る
が
如
し
。

ヒ



bh
如
を
水
に
例
え
、
「
無
明
」
の
風
に
吹
か
れ
、
水
波
が
生
じ
る

と
い
う
比
倫
表
現
は
『
起
信
論
』
か
ら
山
出
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。
一
冗
良
が
『
起
信
論
』
か
ら
彩
線
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
間
巡

い
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
真
如
で
あ
る
水
を
宇
宙
精
神
と
称
し
て
、

各
人
が
そ
の
身
に
宇
宙
精
神
を
分
有
し
働
く
と
の
べ
る
こ
と
は
、
前

に
述
べ
た
よ
う
に
鈴
木
の
町
新
宗
教
諭
』
に
も
似
た
表
現
を
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
前
述
の
釈
も
『
起
信
諭
』
で
述
べ
ら
れ
る
「
本
党
」

と
「
不
党
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
た
こ
と
や
、
鈴
木
が
「
宇
宙
を

統
制
す
る
一
大
原
理
」
を
真
如
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
、
元
良
の
東
抑

留
学
の
心
理
学
的
説
明
に
『
起
伝
論
』
が
彩
線
し
て
い
る
の
は
偶
然

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
、
元
良
は
実
践
的
な
方
簡
か
ら
兇
れ
ば
真
如
の
解
釈
は
、

こ
れ
ま
で
の
説
明
と
異
な
る
と
し
て
い
る
。

然
る
に
災
践
的
見
方
に
て
は
梢
'q
之
と
異
な
り
。
長
如
は
自
我

の
本
慨
に
し
て
自
我
は
此
よ
り
来
り
又
此
に
腕
る
者
な
り
と
の

考
へ
は
吾
人
に
自
我
の
凡
そ
如
何
な
る
者
て
ふ
観
念
を
輿
へ
以

て
能
く
否
人
が
楚
が
反
鎚
知
識
即
ち
民
知
の
直
槻
に
導
く
者
な

り
。
民
如
の
概
念
的
知
識
は
即
ち
活
学
な
り
。
然
る
に
其
の
之

《
町
山
》

を
直
接
に
綬
験
す
る
は
即
ち
宗
教
の
神
髄
な
り
。

こ
の
よ
う
に
実
践
的
方
而
と
い
う
限
定
的
な
説
明
で
は
あ
る
が
、

七
E!l 

円
〈
如
を
本
休
と
し
て
自
殺
を
派
生
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ

と
は
、
こ
れ
ま
で
の
恩
惣
家
が
唱
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
し
、
真
如

を
概
念
的
知
識
の
哲
学
、
直
接
経
験
す
る
こ
と
を
宗
教
の
神
髄
と
し

て
い
る
点
は
、
内
了
の
竪
道
門
、
沖
土
門
の
議
論
に
類
似
し
て
い
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
に
元
良
は
「
直
接
総
帥
脱
さ
れ
た
る
反

如
は

mに
阪
線
的
原
理
に
非
ず
し
て
従
在
な
り
、
耶
蘇
教
に
所
前
一
仰

の
如
き
人
絡
的
存
在
に
非
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
か

ら
ず
仏
教
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
優
位
伎
を
持
つ
こ
と
を
主
挺
し

て
い
る
。
こ
れ
は
円
了
の
主
磁
と
一
致
す
る
。
鈴
木
は
事
悩
が
異
な

る
が
、
釈
や
元
良
は
海
外
に
対
し
て
、
仏
教
に
は
高
度
な
留
学
的
な

m患
を
持
つ
こ
と
を
、
議
す
る
事
が
急
務
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に

考
え
ら
れ
る
し
、
こ
れ
は
『
仏
教
活
論
序
論
』
に
児
た
内
了
の
立
場

と
相
逃
な
い
。
円
了
の
紹
介
し
た
『
起
結
論
』
の
水
波
の
比
除
、
製

述
内
、
浄
土
門
に
数
似
す
る
表
現
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
内
了
の

彩
柳
時
が
強
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
村
上
と
は

異
な
り
、
紙
の
例
え
を
用
い
て
い
な
い
点
に
は
関
怠
す
べ
き
で
あ
る
。

二
五
、
釈
宗
演
門
下
以
外
の
禅
宗
鋼
連
文
献
へ
の
彩
饗

他
に
釈
の
門
下
で
は
な
い
忽
滑
谷
快
天
に
も
円
了
の
影
響
が
み
ら

れ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
忽
滑
谷
は
、
釈
宗
抽
出
と
同
じ
く
、

鹿
際
大
学
で
学
び
、
山
田
洞
宗
大
学
(
現
在
の
駒
海
大
学
)
で
教
鞭
を

と
り
、
後
の
初
代
学
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
『
神
学
新
論
』
の



中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

制
押
は
宗
教
的
信
仰
な
る
と
問
時
に
留
学
的
参
究
な
り
、
然
れ
ど

も
古
来
禅
門
の
龍
象
多
く
は
宗
教
的
方
面
の
開
妬
に
議
席
し

《
ね
V

て
未
だ
留
学
的
方
面
の
叩
附
明
に
及
ば
ざ
る
者
あ
り
、

こ
の
忽
滑
谷
の
記
述
は
円
了
の
議
論
と
か
な
り
の
類
似
性
が
指
摘

で
き
る
。
ま
た
、
当
時
一
位
を
間
内
服
し
た
留
学
論
で
あ
る
「
現
象
郎

実
在
論
」
に
つ
い
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

附
仰
は
現
象
即
実
在
、
平
等
即
差
別
、
有
限
郎
無
限
、
相
対
即
絶

対
、
換
言
す
れ
ば
市
内
法
即
真
如
の
思
怨
を
以
て
一
貫
し
て
熔
る
。

洞
山
大
附
の
疋
偏
五
位
の
如
き
は
英
明
議
で
あ
ろ
う
、
郎
ち
正

と
は
中
皮
の
一
一
四
で
従
在
界
の
無
限
平
等
絶
対
な
る
挺
如
を
設

味
し
、
偏
と
は
偏
位
せ
る
差
別
の
現
象
で
、
有
限
相
体
の
市
内
有

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
洞
山
良
品
川
(
八

O
七
八
六
九
)
の
五
佼
説
を
「
現

象
郎
実
在
論
」
に
即
し
て
理
解
し
て
い
る
。
「
現
象
即
実
在
論
」
は

大
衆
仏
教
、
特
に
『
起
信
論
』
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
こ
と
は
指
撤

《お》

さ
れ
て
い
る
が
、
忽
滑
谷
の
『
神
学
新
論
』
に
は
『
起
信
論
』
自
体

に
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
円
了
の
即
日
銀
や
当
附
の
流
行
の

留
学
論
に
よ
っ
て
禅
の
思
恕
を
理
解
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

忽
滑
谷
だ
け
で
は
な
く
、
制
押
宗
内
で
「
現
象
即
実
在
論
」
は
浸

透
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
都
定
競
か
ら

一
八
九
限
年
よ
り
出
版
さ
れ
た
雑
誌
「
抑
也
市
」
で
は
、
一
八
九
六
年

に
「
平
等
界
と
蕊
別
界
」
(
作
者
米
詳
)
が
峨
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
文
準
の
中
で
は
、

然
れ
ど
も
走
れ
既
に
禅
学
の
本
旨
に
疎
隔
せ
る
も
の
な
り
。
夫

れ
呉
川
州
は
平
等
に
し
て
差
別
の
抑
制
を
帥
削
れ
た
り
と
雌
も
、
而
も

能
く
差
別
を
刑
判
ず
る
に
非
ず
や
。
宇
街
の
森
冊
靴
、
綴
じ
来
れ
ば
、

何
物
か
心
理
の
縁
形
に
あ
ら
ざ
る
、
何
事
か
真
理
の
波
動
に
あ

ら
ざ
る
。
或
は
上
て
天
と
な
り
、
或
は
下
て
地
と
な
り
、
熱
し

て
火
と
な
り
、
一
蹴
し
て
水
と
な
り
、
岡
山
山
く
し
て
烏
と
な
り
、
自

く
し
て
燃
と
な
り
、
或
は
真
に
し
て
顕
れ
、
或
は
俗
と
な
り
て

現
ず
。
妙

m無
方
に
し
て
阪
紳
自
在
な
る
提
如
と
合
剛
山
妙
合
す

る
に
在
り
。

と
あ
る
。
平
等
と
差
別
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
現
象
如
実
在
論
」

の
構
図
と
一
致
す
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
本
体
と
し
て
真
如

を
設
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
児
た
思
怨
家
と
頒
似
し
、
そ

れ
を
榔
は
「
合
体
妙
合
」
す
る
こ
と
が
「
禅
学
の
本
国
田
」
で
あ
る
と

ヒ
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し
て
い
る
が
、
神
体
験
の
意
義
が
強
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
本
体
が
「
災
如
」
に
あ
る
こ
と
が
強
制
さ
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
当
時
の
抑
制
旧
た
ち
が
読
み
得
る
で
あ
ろ
う
一
般
的
な
雑
誌

の
中
に
も
、
「
現
象
即
実
在
論
」
や
『
起
結
論
』
の
閉
山
怨
が
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
磁
認
で
き
る
と
言
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
で
、
円
了
や
吋
活
論
』
で
紛
介
さ
れ
た
吋
起
信

諭
民
の
閉
山
惣
は
、
留
学
館
の
関
係
者
で
あ
っ
た
村
上
、
円
了
と
H
ハに

東
京
大
学
で
学
ん
だ
出
削
減
だ
け
で
は
な
く
、
「
不
立
文
字
」
に
燃
は
相

さ
れ
る
文
字
に
よ
る
説
明
を
必
要
と
し
な
い
禅
宗
の
関
係
者
に
も
秘

磁
的
に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
隊
認
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
消
降
、
釈
や
元
良
が
海
外
で
発
表
す
る
際
に
『
起
信
論
h

の
形
而
上
学
的
な
思
怨
に
注
目
し
論
じ
て
い
る
点
は
、
円
了
と
伺
様

に
海
外
に
対
し
て
、
仏
教
が
優
れ
た
思
怨
を
持
つ
こ
と
を
主
張
す
る

必
裂
一
位
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
鈴
木
の
『
新
宗
教
諭
隔
が
シ
カ

ゴ
万
間
宗
教
大
会
の
会
員
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
バ
ロ
ー
ス
か
ら
依
頼

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
釈
の
門
下
生
は
一
定
の

問
題
点
品
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
忽
拙
刑
務
は
当
時
洗
行
の

恕
怨
の
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
当
時
、
刑
判
糸
を

代
表
す
る
僧
俗
で
あ
っ
た
釈
は
海
外
へ
向
け
て
仏
教
に
形
而
上
学
的

な
俊
れ
た
思
惣
が
あ
る
こ
と
を
発
表
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
っ
た
た

め
、
神
宗
の
持
つ
体
験
的
な
思
怨
は
持
ち
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
鈴
木
の
町
新
宗
教
諭
』
に
於
い
て
抑
の
体
験
的
記
述
が
な

一じ
/、

い
の
は
そ
う
し
た
現
状
か
ら
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当

時
、
日
本
の
哲
学
界
を
席
巻
し
て
い
た
「
現
象
即
笑
立
論
」
で
あ
る
が
、

東
洋
に
こ
の
哲
学
論
に
一
致
す
る
形
而
上
学
的
な
思
怨
が
仏
教
に
あ

る
と
主
張
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
司
起
信
品
切
が
注
日
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
水
波
の
比
喰
は
「
現
象
即
実
在
論
」
の
説
明
に
有

用
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
恕
畑
出
家
や
仏
教
者
の

聞
で
、
内
了
の
裂
選
門
と
浄
土
門
の
議
論
と
共
に
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
は
、
『
仏
教
活
論
序
論
』
が
設
問
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
次
節
で
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

一
一
一
、
お
わ
り
に

井
ト
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円
了
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
仏
教
を
再
解

釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
哲
叩
唱
に
適
す
る
山
正
道
門
と
仙
川
感
に
泌
す
る
浄

土
門
に
仏
教
を
分
納
し
て
い
た
。
実
際
に
二
門
は
そ
れ
ぞ
れ
が
総
合

し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
関
係
は
紙
の
表
惑
に
例
え
ら
れ
る
。
他
方

で
様
々
な
現
象
の
本
体
と
し
て
災
仰
を
『
起
信
論
』
か
ら
引
用
し
、

そ
の
現
象
と
本
体
の
関
係
を
『
起
信
諭
」
の
水
波
の
比
倫
で
説
明
す

る
。
こ
の
水
波
の
比
輸
は
「
現
象
即
実
在
論
」
の
説
明
に
適
し
て
い

た
た
め
引
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
現
象
と

真
如
の
関
係
位
も
紙
の
淡
町
訟
の
関
係
で
例
え
ら
れ
る
こ
と
を
見
る

に
、
感
織
的
に
二
者
の
関
係
を
総
合
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
裂
道
門
、
浄
土
門
と
真
如
と
防
法
、
一
一
つ
の
関
係
性
に
は
、
「
現



象
郎
実
什
世
論
」
の
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
思

わ
れ
る
。

内
了
の
問
題
意
識
は
、
単
な
る
情
感
の
み
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス

ト
教
と
は
異
な
り
、
仏
教
は
知
力
と
悩
感
を
倣
唱
え
た
優
れ
た
宗
教
で

あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
円
了

は
、
仏
教
に
は
災
現
で
あ
る
哲
学
に
相
当
す
る
型
道
門
を
仏
教
に
見

出
す
。
仏
教
の
中
に
、
西
洋
哲
学
に
相
当
す
る
思
畑
山
が
既
に
一
ニ
千
年

以
上
前
か
ら
作
在
し
て
い
た
と
、
主
張
す
る
内
了
に
と
っ
て
、
物
心
の

現
象
と
本
体
の
関
係
を
説
明
す
る
吋
起
信
論
』
が
大
い
に
役
に
立
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
『
起
信
論
』
の
水
波
の
比
織
は
本
体
が
呪
象
に
内

在
す
る
と
い
う
近
代
の
「
現
象
即
災
夜
論
」
の
思
惣
の
説
明
に
、
必
し

て
い
た
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
説
明
す
る
事
の
出
来
な
か
っ
た
、

様
々
な
現
象
の
説
明
を
行
う
た
め
、
『
起
信
論
』
の
形
而
上
学
的
な

恕
怨
が
持
ち
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
現
象
即
実
在
論
」
は
望

退
門
の
哲
理
が
持
つ
担
論
的
な
説
明
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

円
了
の
『
仏
教
活
論
序
論
』
に
児
ら
れ
る
現
道
門
と
浄
土
門
や
、
「
現

象
即
実
任
論
」
そ
れ
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
た
吋
起
債
論
』
か
ら

引
用
さ
れ
た
水
波
の
比
織
は
多
く
の
仏
教
者
や
思
畑
出
家
に
彩
響
を
与

え
て
い
た
。
留
学
館
で
学
び
教
師
慨
を
と
っ
た
村
上
等
給
は
円
了
の
思

怨
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
し
、
共
に
東
京
大
学
で
学
ん
だ
消
深
満

之
の
著
作
に
於
い
て
も
顕
著
に
影
響
が
み
ら
れ
る
。

他
方
で
、
「
不
立
文
L
V
T

」
を
線
機
し
、
体
験
を
重
ん
じ
る
榔
宗
関

係
者
に
於
い
て
も
、
円
了
や
吋
必
信
論
』
の
即
時
務
が
み
ら
れ
る
こ
と

を
確
認
し
た
。
鈴
木
大
拙
の
明
新
宗
教
諭
』
に
は
消
深
や
真
如
に
関

す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
内
了
の
閉
山
恕
の
影
響
が
み
ら
れ
る
。

『
新
宗
教
諭
』
は
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
迎
り
、
釈
宗
一
日
以
の
依
願

に
よ
っ
て
鈴
木
が
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
本
研
究
で
は
釈
の

務
作
を
確
認
し
た
。
釈
の
吋
品
川
内
閣
宗
教
大
合
一
覧
』
で
は
『
起
信
論
』

か
ら
郎
防
線
を
受
け
て
い
る
記
述
、
か
確
認
出
来
、
明
治
則
の
思
胡
曲
家
の

特
徴
で
あ
る
「
現
象
即
実
在
論
」
に
類
似
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
釈
に
参
禅
し
て
い
た
心
理
学
者
の
元
良
奥
次

郎
の
「
東
洋
哲
学
に
於
け
る
自
我
の
観
念
」
を
確
認
す
る
と
、
『
起

信
論
』
の
水
波
の
比
倫
が
見
ら
れ
、
内
了
の
現
道
門
、
浄
土
門
に
綴

似
す
る
記
述
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
釈
の
門
下
生
で
は
な
い
忽
滑
谷

快
天
の
者
作
に
於
い
て
も
内
了
が
用
い
た
間
帯
泊
門
、
浄
土
門
に
由
来

す
る
記
述
、
か
見
ら
れ
、
「
現
象
即
実
在
論
」
に
則
し
て
仰
を
浬
解
し

よ
う
と
す
る
試
み
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
「
禅
宗
」
と
い

う
緋
誌
の
中
に
も
、
「
現
象
郎
実
在
論
」
や
呉
川
仰
の
表
現
が
兇
ら
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

円
了
の
裂
選
門
、
浄
土
門
に
仏
教
を
分
類
す
る
思
怨
が
他
の
恩
恕

家
や
仏
教
者
に
彩
縛
し
て
い
た
こ
と
は
『
仏
教
活
論
序
論
』
が
大
き

な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
仏

教
活
論
序
論
』
の
中
で
円
了
が
紹
介
し
て
い
た
『
起
信
論
』
の
真
如

や
水
波
の
比
喰
は
、
古
典
で
あ
り
な
が
ら
、
当
時
流
行
の
閉
山
怨
で
あ
っ

七
七



た
「
現
象
如
実
在
論
」
の
特
徴
に
過
し
た
表
現
を
持
っ
て
い
た
か
ら

広
く
受
容
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
真
如
は
実
在
に
あ

た
り
、
水
波
の
比
鳴
が
「
現
象
即
笑
伝
論
」
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
『
起

信
論
』
の
「
現
象
即
実
在
論
」
と
し
て
の
思
恕
的
な
特
徴
は
、
海
外

に
仏
教
を
紹
介
す
る
場
面
で
有
効
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

ま
た
悶
内
に
お
い
て
も
、
西
洋
哲
学
や
キ
リ
ス
ト
教
の
流
入
に
対
し
、

如
何
に
仏
教
が
優
れ
た
思
相
却
を
持
っ
て
い
る
か
を
主
張
す
る
際
の
常

盗
手
段
に
も
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
円
了
を
初
め
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
仏
教
者
が
、
何
故
『
起
信
論
』
に
浅
間
し
、
「
現
象
即

実
在
論
」
に
接
近
す
る
の
か
、
そ
の
必
裂
性
は
よ
記
の
こ
と
か
ら
理

解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
仏
教
者
が
、
円
了
と
悶
じ
く
仏
教
は

釘
学
と
宗
教
の
二
者
を
つ
か
さ
ど
る
と
考
え
て
い
た
の
は
、
宗
教
の

性
質
の
み
を
持
つ
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
、
宗
教
と
留
学
の
両
側
聞

を
持
つ
仏
教
の
思
怨
的
意
義
な
ら
び
に
優
位
性
を
主
張
す
る
必
袈
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、
同
了
に
関
係
の
深
い

思
怨
家
や
、
海
外
に
向
け
て
前
抽
出
し
た
仏
教
者
の
論
文
に
、
浄
土
門

と
即
奇
心
円
に
類
似
す
る
記
述
、
「
現
象
如
実
在
論
」
が
み
え
る
の
は

こ
の
た
め
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
特
に
、
架
道
門
は
哲
学
を
司
る

た
め
、
そ
の
理
論
的
な
説
明
が
必
援
で
あ
っ
た
こ
と
は
容
易
に
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
『
起
伝
論
』
を
代
表

と
す
る
仏
教
の
思
惣
的
な
意
義
を
論
じ
た
円
了
の
思
銅
山
は
注
泊
さ

れ
、
本
稿
で
論
じ
た
甲
山
怨
家
や
仏
教
者
の
聞
で
参
考
に
さ
れ
た
の
で

じ
八

あ
ろ
う
。
近
代
日
本
の
忠
怨
界
に
与
え
た
円
了
の
影
響
は
、
こ
れ
ま

で
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
以
上
の
彩
抑
制
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
実
際
、
「
現
象
即
尖
従
論
」
と
い
う
名
称
は
、
対
上
哲

次
郎
が
好
ん
で
使
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
現
象
即
実
在
論
」
的

思
惣
を
隅
え
始
め
た
の
は
円
ア
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
論
じ
た
思
怨
家

や
仏
教
者
の
問
で
、
円
了
の
型
道
門
、
品
川
土
門
の
分
類
に
綴
似
す
る

記
述
や
、
司
起
信
諭
』
の
真
如
や
水
波
の
比
除
が
児
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

円
了
の
著
作
が
参
考
に
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か

し
、
一
方
で
紙
の
比
鳴
を
型
道
門
、
浄
土
門
と
現
象
と
実
在
(
本
体
)

に
用
い
る
記
述
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
「
現
象

即
実
在
論
」
が
受
容
さ
れ
た
結
果
、
山
正
道
門
と
浄
土
門
と
い
う
二
円

の
関
係
が
一
体
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
自
明
の
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

明
起
巳
田
川
論
』
の
形
而
上
学
的
な
閉
山
忽
に
注
目
し
論
じ
て
い
た
内
了

の
議
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
降
は
そ
の
思
想
は
注
目
さ
れ
る
こ
と

は
あ
ま
り
な
く
、
『
起
信
論
』
の
成
立
の
問
題
を
論
じ
る
歴
史
研
究

の
動
き
が
強
く
な
る
。
一
九
二
二
年
に
山
正
月
信
伊
(
一
八
六
九

一
九
四
八
)
が
『
大
乗
起
信
論
之
研
究
』
に
於
い
て
、
『
起
信
論
』

が
イ
ン
ド
撰
述
で
は
な
く
、
中
悶
撰
述
を
唱
え
た
こ
と
に
よ
り
、
閏

内
で
は
大
き
な
議
論
を
呼
ぶ
こ
と
と
な
る
。

前
に
述
べ
た
仏
教
者
の
中
で
も
、
鈴
木
は
い
ち
早
く
河
了
を
批
判

ω、
自
ら
の
『
新
宗
教
諭
』
に
満
足
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
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し
て
い
る
。
鈴
木
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
国
後
に
山
泣
い
た
『
抑
の
第
一

義
』
や
『
向
上
の
鉄
槌
』
に
於
い
て
、
『
起
一
信
論
』
の
水
波
の
比
喰

《
叫
出
】

に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
し
、
「
現
象
即
実
在
論
」
、
そ
し
て
水
波
の

比
鳴
に
よ
っ
て
禅
を
理
解
す
る
こ
と
に
強
い
拒
否
感
を
示
し
て
い

到
。
鈴
木
は
丹
了
の
思
想
の
影
響
か
ら
い
ち
早
く
抜
け
出
し
た
人
物

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
河
了
が
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
し

て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
鈴
木
は
怖
仰
を
般
底
に
抑
制
え
宗
教
を
二
冗
的

に
解
釈
す
る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
。
相
仰
宗
の
関
係
者
の
聞
で

行
わ
れ
た
真
如
を
現
象
の
本
体
と
す
る
司
起
信
論
』
に
基
づ
く
説
明

か
ら
、
宗
教
の
体
験
の
援
要
性
を
強
制
す
る
鈴
木
が
注
泊
さ
れ
た
こ

と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
ジ
ェ

1
ム
ズ
(
一
八
四
二

i
一
九
一

O
)
は
ラ
ル
フ
・
ワ
ル

ド
・
エ
マ

1
ソ
ン
(
一
八

O
コ
一
一
八
八
二
)
と
い
っ
た
恋
怨
家
か

ら
影
響
を
受
け
た
。
さ
ら
に
、
ア
メ
リ
カ
人
の
ヴ
ィ
ア
ト
リ
ス
を
姿

に
選
ん
だ
こ
と
に
由
来
す
る
。
二
万
、
「
現
象
即
実
在
論
」
に
よ
っ

て
禅
を
明
解
し
よ
う
と
試
み
た
忽
滑
谷
は
、
そ
の
合
理
性
ゆ
え
に
曹

洞
宗
で
大
き
な
議
論
と
な
っ
た
所
論
「
正
信
論
争
」
を
原
間
祖
岳

(
一
八
七
一
一
九
六
一
)
と
の
聞
で
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。

特
に
、
留
意
す
べ
き
は
、
当
時
、
様
々
な
知
識
人
迷
が
参
禅
を
試
み

て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
指
導
し
て
い
た
釈
や
門
下
生
は
、

ほ
ぼ
流
行
の
思
想
を
取
り
入
れ
て
仏
教
を
説
明
し
て
い
た
点
で
あ

る
。
こ
の
時
期
の
禅
宗
関
係
者
に
於
い
て
、
榔
体
験
の
怒
畿
が
ど
れ

ほ
ど
理
解
さ
れ
て
い
た
か
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
榔

の
体
験
的
意
義
が
注
閉
さ
れ
始
め
た
の
は
鈴
木
大
拙
の
説
明
述
活
動
に

そ
の
一
国
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

註

(
l
)
竹
村
牧
男
『
川
上
円
了

年
)
、
二
一
頁
。

(2)
対
上
部
次
郎
「
現
象
即
実
在
論
の
強
飯
」
(
吋
刈
上
哲
次
郎
集
』
九
巻
、

ヲ
レ
ス
出
版
、
一
一
O
O一一一括
l

(

一
八
九
ヒ
年
)
)
、
一
一
一
八
三
頁
。

(
3
)
小
坂
図
縦
「
明
治
の
形
而
上
学
」
(
『
国
際
留
学
研
究
』
三
号
、

二
O
一
四
年
)
、
九
六
頁
、
「
尖
夜
は
現
象
の
外
側
に
超
越
し
て
あ
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
現
象
の
内
側
に
内
在
し
て
い
る
と
見
る
。
い

わ
ば
呪
象
と
実
在
を
表
と
辺
な
い
し
は
外
と
内
の
関
係
に
あ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
必
然
的
に
内
在

主
義
、
此
保
主
設
と
な
り
、
ま
た
汎
神
治
的
な
色
彩
を
椛
び
て
く
る
。

彼
ら
の
哲
学
が
い
ず
れ
も
ス
ピ
ノ
ザ
留
学
と
籾
近
性
を
有
し
て
い
る

ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
特
徴
は
前
述
の
四
人
の
思
怨

に
共
通
し
て
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
川
上
叫
目
次
郎
の
「
現
象
即
実

在
論
」
、
対
上
内
了
の
「
象
如
相
合
論
」
、
山
川
沢
尚
之
の
「
有
限
無
限

論
」
、
問
問
幾
多
郎
の
「
純
粋
経
験
説
」
等
、
そ
の
い
ず
れ
を
と
っ
て

も
上
記
の
よ
う
な
特
徴
在
具
備
し
て
い
る
。
」
。

(
4
)
列
上
克
人
「
明
治
の
哲
学
界
|
|
有
機
体
の
哲
学
と
そ
の
系
諸
1
1
1
」

(
列
上
克
人
編
者
吋
辺
機
な
る
明
治
』
、
関
西
大
学
東
際
学
術
研
究
所
、

そ
の
哲
学
・
岡
山
相
官
(
春
秋
材
、
一
一

O
一七

じ
)L 



こ
O
一
二
年
)
、
ニ

O
頁。

(
5
)
佐
膝
厚
「
N
円
上
円
了
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判

l
l明
治
則
の
仏
必
論

争
に
お
け
る
位

m
l
i」
、
(
『
束
ア
ジ
ア
仏
教
学
術
論
集
』
一
ニ
号
)
、

一
一
五
六
賞
。

(
6
)
H
H
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』
(
内
川
上
阿
了
選
集
』
一
一
一
巻
、

一
九
八
七
年
三
八
八
七
年
)
)
、
一
ニ
ム
ハ

O
氏。

(
7
〕
前
掲
、
川
上
向
了
「
仏
教
活
論
序
愉
』
、
一
一
一
一
九
八
貨
で
は
、
「
こ
れ
在

宗
旨
に
配
す
る
に
、
華
版
、
天
台
、
似
合
、
帥
引
減
等
の
諸
宗
は
県
道

門
な
り
、
浄
土
宗
お
よ
び
只
宗
は
浄
土
門
な
り
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
8
)
前
拘
、
対
上
問
了
『
仏
教
活
綿
序
論
』
、
一
一
一
五
八
真
。

(
B
)
前
附
向
、
付
円
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』
、
三
五
八
川
氏
。

(
叩
)
伊
吹
蚊
「
的
教
は
哲
学
な
り
や
宗
教
な
り
や

i
i
i近
代
日
本
に
お
け

る
的
数
の
宗
教
化
と
制
京
・
民
崎
市
の
一
一
一
ん
的
血
仰
の
誕
生

l
i」
(
吋
問

機
抑
研
究
』
、
ニ

O
一
九
年
)
。
伊
吹
氏
は
、
強
迫
門
と
浄
土
門
が
一
一

山
け
に
分
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
側
広
い
近
代
の
仰

の
思
怨
印
刷
先
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
前
旧
向
、
対
上
円
了
「
仏
教
活
論
序
品
川
』
、
一
二
六
七
頁
。

(
ロ
)
前
掲
、
汁
上
円
了
『
仏
教
活
論
序
論
』
、
一
一
一
七

OTU勺

(
日
)
大
疋
版
一
一
一
二
、
五
七
六
頁
、
下
段
、
「
批
義
一
五
例
以
一
切
心
誠
之
相
皆

是
無
明
。
純
明
之
川
相
不
縦
訓
比
川
口
。
非
可
峻
訓
不
可
段
。
如
大
潟
水
凶

風
波
動
。
水
抑
制
山
相
不
相
姶
陥
。
而
水
非
動
性
。
荷
風
止
減
動
抑
制
則
滅
。

滋
性
不
随
放
。
如
込
衆
生
自
制
作
川
町
附
心
。
劉
無
明
風
励
。
心
山
間
無
明

侭
加
山
形
相
不
相
指
離
。
而
心
非
動
明
。
若
然
別
減
相
綴
則
滅
。
智
M
U

不
地
故
。
」

(
M
)
前
回
向
、
竹
村
牧
男
『
井
上
円
了

そ
の
様
学
・
思
州
出
h

、
六

O
氏。

ノL
O 

(
日
)
前
出
向
、
対
上
N
7
3

『
仏
教
活
論
序
論
』
、
一
一
一
七
一
一
一
氏
。

(
日
)
前
拘
、
対
上
向
了
『
仏
教
活
論
序
繍
』
、
一
一
一
七
五
頁
。

(
口
)
川
上
克
人
「
明
治
の
官
学
界
i

|有
機
体
の
哲
学
と
そ
の
系
前
i
i
l」

〔
井
上
克
人
編
者
門
組
秘
な
る
明
治
』
、
開
聞
大
学
京
間
学
術
研
究
所
、

一一

O
一
二
年
)
、
一
間
頁
。

(日
)

u

山
附
向
、
小
板
閲
徽
「
明
治
の
形
而
上
学
」
、
九
五
九
六
頁
。

(
印
)
前
仰
向
、
小
坂
際
線
「
明
治
の
形
而
上
学
」
、
九
五
氏
。

(叩
)

u

山
仰
向
、
井
上
克
人
「
明
治
の
留
学
界
1
1
1有
機
体
の
哲
学
と
そ
の
系

市
叩
|
|
」
、
一
一
一
一
民
。

(
引
)
前
潟
、
井
上
内
了
吋
仏
教
活
治
市
町
山
辺
、
一
ニ
七
二
氏
。

(
幻
〉
升
上
内
了

2
u
h
m
A取
引
』
(
続
々
縦
)
(
司
井
上
内
了
巡
集
」
一
一
一
巻
、
東

洋
大
学
一
九
八
七
年
、
(
一
八
八
一
年
)
)
、
二
百
九
真
。

(
お
)
閉
村
兇
祐
「
川
上
円
了
と
村
上
専
制
1
1
1統
一
約
仏
教
理
解
へ
の
努

カ
i
i
l」
〈
『
印
度
事
例
教
訓
子
研
究
』
間
九
弓
二
巻
、
一
一

O
O
一年)、

五一

O
氏。

(
別
)
末
木
文
楽
十
一
『
明
治
則
品
川
叩
山
一
本
論
』
、
(
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ

1
、ニ

O
O問年)、

一O
O
弓

(
お
)
村
上
滞
納
『
例
数
統
一
論
第
一
一
制
大
納
治
』
(
金
港
堂
品
川
口
符
株
式
会
相
、

一九
O
一
年
)
、
一
ニ
六
五
頁
。

(
犯
)
前
拘
、
村
上
専
制
制
『
例
数
統
一
愉
第
一
一
細
大
綱
泊
州
』
、
一
ニ
ム
ハ
八
マ
同

(
幻
)
前
倒
、
村
上
司
粕
吋
例
数
統
一
論
第
一
縮
大
総
抽
出
、
一
一
一
六
じ
頁
。

(犯
)

u

山
仰
向
、
村
上
十
抑
制
『
倣
教
統
一
論
第
一
縦
火
制
論
』
、
一
一
一
六
八
頁
で
は
、

こ
れ
ら
の
各
名
称
は
悉
く
仏
教
の
般
本
原
瑚
の
経
史
的
な
写
真
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
却
)
前
掲
、
村
上
市
時
給
吋
例
数
統
一
治
第
一
一
細
大
綱
性
問
、
一
ニ
ム
ハ
五
氏
。



(
叩
)
前
掲
、
村
上
専
粉
『
仰
教
統
一
論
第
一
一
縮
大
総
体
制
』
、
一
一
一
六
六
頁
。

(
出
)
前
仰
向
、
村
上
十
時
的
州
『
仰
教
統
一
論
第
一
編
大
綱
論
』
、
一
一
一
六
五
賞
。

(
泣
)
前
拘
、
村
上
専
納
町
…
例
数
統
一
論
第
一
一
細
大
綱
論
』
、
一
ニ
七
八
ヤ
弓

(
お
)
前
掲
、
村
上
専
紛
認
削
教
統
一
論
混
一
一
縮
大
綱
市
授
、
三
七
八
頁
。

(
制
)
尖
際
に
村
上
は
応
酬
教
統
一
論
第
一
一
制
大
綱
論
』
、
一
日
一
五
割
貨
で
、
民

如
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
に
『
起
戸
川
論
』
を
引
用
し
て
い
る
。

(
出
)
前
拘
、
村
上
市
叩
紛
『
例
数
統
一
論
第
一
編
大
綱
論
』
、
間
七
六
氏
。

(
却
)
村
川
上
円
了
吋
禅
宗
哲
学
序
諭
ぶ
(
『
村
川
上
向
了
選
集
恥
ム
ハ
巻
、
東
洋
大

学
一
九
八
七
年
(
一
八
九
三
年
)
)
、
一
一
九
一
一
一
真
。

(
幻
)
前
向
、
対
上
向
了
吋
抑
宗
皆
学
序
論
』
、
一
一
九
一
一
一
頁
。

(
犯
)
前
掲
、
小
坂
悶
織
「
明
治
の
形
而
上
学
」
、
九
六
頁
。

(
湖
)
長
谷
川
原
哉
「
『
宗
教
師
間
学
助
問
符
ω
再
考
「
前
期
」
前
沢
満
之
に
お

け
る
哲
学
と
信
仰
」
(
『
現
代
と
続
闘
改
一
一
一
間
巻
、
一
一

O
一
六
年
)
。

(
岨
)
消
印
尚
之

2
柄
数
時
間
学
骸
ハ
H

h

(

『
消
深
満
之
全
集
』
一
一
巻
、
法
制
凧
郎
、

一
九
五
一
一
一
年
(
一
八
九
二
年
)
)
、
限
資
。

(
剖
)
前
掲
、

I
h
m渦
之

2
市
教
関
学
骸
川
H

h

、
八
真
。

(
岨
)
前
指
、
消
印
尚
之

2
況
判
官
学
繊
F
H
』
、
二
六
T
M
吋

(品
)

u

山
耐
問
、
出
削
州
開
尚
之
『
d
m
教
哲
学
骸
付
』
、
一
一
七
頁
。

(
叫
)
こ
の
時
期
の
思
想
家
の
則
で
、
「
現
象
如
実
在
論
」
の
特
徴
で
あ
る
本

体
で
あ
る
実
在
が
現
象
に
内
伝
す
る
と
い
う
思
怨
は
、
共
通
の
忠
怨

形
式
で
あ
っ
た
こ
と
が
既
に
、
前
掲
、
小
坂
mM
織
「
明
治
の
形
而
上
学
」

等
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
名
称
を
使
用
し
た
の
は
川
上
材

次
郎
の
明
治
二
七
日
年
(
一
八
九
四
)
に
発
表
さ
れ
た
「
現
象
即
実

在
論
の
要
領
」
に
始
ま
る
。
し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
円
了
の
『
仏

教
活
論
序
給
』
は
明
治
二
十
年
(
一
八
八
七
)
の
山
版
で
あ
り
、
忠

惣
の
特
徴
を
発
表
し
た
時
期
は
円
了
の
ほ
う
が
円
十
い
。
本
稿
で
述
べ

る
人
物
た
ち
が
町
中
道
門
と
浄
土
門
に
注
悶
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
留
学

論
の
路
線
が
あ
り
な
が
ら
吋
起
信
論
」
の
水
波
の
比
倫
に
言
及
し
て

い
る
の
は
、
円
了
が
『
仏
教
活
論
序
論
恥
で
紹
介
し
た
こ
と
に
尚
来

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
井
上
切
次
郎
の
「
現
象
如
実
夜
論
」

と
円
了
の
吋
仏
教
活
論
序
品
目
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
竹
村

牧
市
山
吋
井
上
内
了
そ
の
留
学
・
忠
怨
片
山
一
一
一
間
七
頁
で
詳
し
く

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
品
)
治
深
川
刷
之
「
自
力
他
力
」
(
吋
治
問
尚
之
全
集
』
一
一
巻
、
法
就
館
、

一
九
丘
一
二
年
(
一
八
九
二
年
)
)
、
七
一
六
l
七
一
七
資
。

(
岨
)
鈴
木
大
拙
吋
新
宗
教
諭
い
(
『
鈴
木
大
拙
全
保
』
二
三
巻
、
一
九
六
四

年
(
一
八
九
六
年
)
)
、
一

O
O頁。

(
訂
)
前
掲
、
鈴
木
大
仰
吋
新
宗
教
諭
』
、
一

O
O資。

(
岨
)
前
掲
、
鈴
木
大
拙
刊
新
宗
教
諭
隔
、
一
一
一
一
l
一一一一一真。

(
胡
)
前
掲
、
小
坂
悶
線
「
明
治
の
形
而
上
学
」
(
『
国
際
哲
学
研
究
陥
一
一
一
号
、

二
O
一
四
年
)
。

(
叩
)
前
仰
向
、
米
木
文
美
士
『
明
治
閉
山
叩
出
家
論
』
、
一
七
二
賞
。

(
日
)
鈴
木
大
州
認
押
の
第
一
義
』
(
『
鈴
木
大
拙
全
集
』
一
八
巻
、
岩
波
訂
版
、

一
九
六
限
年
三
九
一
初
年
)
〕
、
一
一
一
間
九
頁
。

〈
臼
〉
前
街
、
鈴
木
火
拙
『
新
宗
教
諭
品
、
一

O
唱
は
。

(
臼
)
前
掲
、
鈴
木
大
拙
明
新
宗
教
諭
』
、
一

O
四
民

(
日
)
秋
月
他
球
『
世
界
の
禅
者
一
鈴
木
大
拙
の
生
出

l
i』
(
消
波
書
山
、

一
九
九
二
年
)
、
二
ニ

O
真
、
「
明
治
二
十
六
年
の
九
月
に
、
洪
級
老

仰
が
シ
カ
ゴ
の
宗
教
大
会
に
参
加
さ
れ
た
と
き
、
大
会
の
会
民
で
ジ

ョ
ン
・
パ

l
ロ
ス
と
い
う
人
か
ら
、
老
師
の
宗
教
上
の
意
見
在
市
泣
い

j¥ 



た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
送
れ
と
い
う
て
き
た
。
そ
の
中
に
、
こ
う
い
う

事
柄
に
つ
い
て
滋
児
者
述
べ
よ
と
い
っ
て
、
い
く
つ
か
の
項
目
が
放

ベ
で
あ
っ
た
。
老
師
が
そ
れ
を
わ
し
に
示
し
て
、
「
お
ま
え
}
つ
叫
い

て
み
た
ら
」
と
い
わ
れ
て
、
そ
れ
で
老
仰
の
ア
メ
リ
カ
で
の
体
験
談

在
侮
っ
た
り
し
て
、
老
仰
の
附
図
後
に
合
吉
上
げ
た
の
が
こ
の
本
だ
。
」

と
回
叩
閉
山
し
て
い
る
。

(
日
)
石
対
修
道
「
鈴
木
大
拙
と
吋
新
宗
教
諭
』
」
(
吋
印
皮
学
仏
教
学
研
究
』

六
六
号
、
一
巻
、
二

O
一
七
年
)
、
一

O
一一一真。

(
開
)
。

E
R
出向。
F
白
河
「
鈴
木
大
拙
の
研
究
。
現
代
「
日
本
」
仏
教
の
自

己
認
織
と
そ
の
「
問
洋
」
に
対
す
る
表
現
」
〔
「
駒
津
大
学
人
文
科

学
研
究
科
仏
教
学
専
攻
平
成
二
六
年
度
博
士
学
μ

制
約
求
論
文
)
」
、

ニ
O
一
五
年
)
。
前
仰
向
、
石
丹
修
道
「
鈴
木
大
釧
と
『
新
宗
教
諭
』
」
。

(
日
)
鈴
木
大
凶
仙
沼
日
間
一
一
八
八
八
一
九
一
一
一
九
』
(
『
鈴
木
大
拙
全
集
』

地
補
版
、
一
一
一
六
巻
、
岩
波
川
町
応
、
二

O
O削
年
)
、
一

O
九
真
、
「
拙

若
宗
教
諭
今
日
よ
り
見
れ
ば
削
る
も
の
足
ら
ず
、
当
時
在
問
中
市
川
在

絞
む
併
考
を
練
り
修
足
在
加
へ
ん
と
欲
す
、
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
問
)
佐
麟
幻
「
鈴
木
大
拙
の
井
上
何
了
批
判
」
(
「
悶
際
井
上
門
了
研
究
』

悶
際
州
上
円
了
学
会
、
ニ

O
一
七
年
)
に
よ
れ
ば
、
一
八
九
八
年
に

間
関
へ
送
っ
た
手
紙
の
中
に
円
了
在
批
判
す
る
も
の
が
あ
る
と
指
摘

し
て
い
る
。

(
日
)
釈
宗
山
山
『
政
凶
宗
教
大
品
目
一
覧
』
(
鴻
担
制
、
一
八
九
三
年
)
、
三
九

頁
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
は
釈
は
原
稿
在
作
成
し
た
だ
け
で
、
土
嵐
と

い
う
人
物
が
代
読
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
風
邪
で
喉
を
痛
め
て
い

た
た
め
、
代
わ
り
に
パ
ッ
ロ

l
ス
が
代
読
し
た
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

『
新
宗
教
諭
』
を
執
筆
す
る
よ
う
に
釈
に
依
頼
し
た
ジ
ョ
ン
・
パ
ロ

l

ス
と
陣
織
の
人
物
で
あ
ろ
う
。

(
的
)
前
向
、
釈
宗
部
吋
的
凶
宗
教
大
合
一
m
H
h
、
問

O
v対。

(
引
)
品
川
抑
制
、
釈
宗
抽
出
明
市
内
側
宗
教
大
品
目
一
桁
合
、
問
。
頁
。

(
回
)
前
仰
向
、
釈
宗
拙
山
吋
市
内
閣
宗
教
大
品
目
一
覧
』
、
間
一
賞
。

(
同
〉
対
上
哲
次
郎
『
哲
学
と
宗
教
』
(
吋
井
上
哲
次
郎
集
』
瓦
巻
、
れ
削
附
准
一

縦
、
ク
レ
ス
山
内
版
、
二

O
O一
一
一
年
(
一
九
て
h
年
)
)
、
問
問
一
ニ
民
、
「
仏

教
は
先
刻
恰
脱
税
宗
泌
氏
か
ら
お
話
し
に
な
っ
た
や
う
に
」
と
あ
る
。

さ
ら
に
、
対
上
留
次
郎
『
列
上
哲
次
郎
『
巽
軒
日
記
明
治
一
一
六

二
九
、
問
。
、
四
一
年
』
(
村
上
こ
ず
え
、
谷
本
放
生
『
東
京
大
学
史
紀

裂
恥
一
二
一
号
)
、
六
八
頁
、
「
八
月
一
日
、
天
台
宗
H

戸
山
問
実
全
、
真
言

宗
土
立
法
郎
、
臨
-
前
宗
釈
宗
出
問
、
四
州
市
出
水
野
巡
秀
、
災
宗
八
州
脈
郎
、

[
}
時
前
教
大
会
に
赴
か
ん
と
す
、
為
め
に
送
別
会
に
肖
松
神
寺
に
臨
[
]
」

と
あ
り
、
州
上
旬
次
郎
は
釈
が
シ
カ
ゴ
へ
赴
く
際
の
滋
別
会
に
参
加

し
て
い
る
。
少
な
か
ら
ず
、
川
上
哲
次
郎
と
釈
は
関
係
官
が
あ
っ
た

よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
(
己
判
紙
不
能
。
)

(
削
)
釈
は
自
ら
「
東
洋
樹
学
に
於
け
る
自
我
の
観
念
」
で
述
べ
る
巡
り
、

制
仰
の
修
行
は
何
の
制
念
も
持
た
な
い
純
粋
自
我
に
到
迷
す
る
方
法
で

あ
り
、
同
党
寺
で
過
ご
し
た
一
週
間
が
元
良
に
大
き
な
刺
激
在
与
え

た
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
元
良
は
仰
に
「
実
験
心
型
学
的
」
な
側

而
が
あ
る
こ
と
に
枚
目
し
、
体
験
約
に
主
仰
を
綴
山
市
川
す
る
仰
の
方
法

に
関
心
在
寄
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
災
際
に
元
良
の
仏

教
の
理
論
的
な
説
明
の
ほ
と
ん
ど
は
吋
持
わ
論
恥
に
基
づ
く
も
の
で

怠
V
A
W
O

(
郎
)
大
山
正
、
大
自
治
問
「
本
邦
心
血
学
の
俄
始
者
一
川
良
市
出
次
郎
の
足
跡
を

辿
っ
て
」
(
司
心
却
学
M
則
論
』
五
ヒ
巻
、
一
一

O
一
四
年
)
、
二
六
六
頁



(
制
)
元
良
見
次
郎
、
蝋
瀬
彦
蹴
訳
「
東
洋
哲
学
に
於
け
る
自
我
の
観
念
」
(
明
哲

学
級
立
役
一
一
二
三
号
、
一
九
O
五
年
)
、
コ
一
六
氏
。

(
町
)
前
掲
、
元
良
市
出
次
郎
、
縦
断
学
問
叫
訳
「
東
洋
皆
学
に
於
け
る
自
我
の

観
念
」
、
=
ヱ
今
月

(
侃
)
大
正
政
一
ニ
二
、
五
七
六
頁
、
中
段
、
「
所
初
不
生
不
滅
興
生
滅
和
合
非

一
訓
典
。
名
開
局
阿
梨
耶
識
。
」

(
閃
)
前
仰
向
、
一
川
良
市
内
次
郎
、
概
瀬
彦
政
訳
「
東
洋
留
学
に
於
け
る
自
我
の

観
念
」
、
一
一
一
七
三
八
資
。

(刊
)

u

山
拘
、
元
良
市
出
次
郎
、
附
棚
瀬
彦
政
訳
「
東
洋
哲
学
に
於
け
る
自
殺
の

観
念
」
、
一
一
一
八
頁
。

(
口
)
前
掲
、
元
良
市
山
次
郎
、
酬
明
淑
彦
政
訳
「
東
洋
釘
学
に
於
け
る
自
我
の

観
念
」
、
三
九
真
。

(η)
鈴
木
大
訓
吋
今
北
洪
川
』
(
吋
鈴
木
大
州
全
集
』
二
六
巻
、
一
九
六
四

年
(
一
九
矧
六
年
)
)
、
八
二
頁
に
よ
れ
ば
、
釈
宗
演
の
師
で
あ
り
、

鈴
木
が
初
め
て
参
禅
の
指
間
却
を
受
け
た
今
北
洪
川
に
つ
い
て
「
キ
リ

ス
ト
教
の
侵
入
に
対
す
る
仏
教
者
側
の
犯
行
に
は
、
色
々
の
動
機
も

あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
市
平
に
教
理
上
の
問
題
と
一
五
ふ
こ
と
で
な
く
、

政
治
的
な
も
の
も
あ
り
、
愛
国
心
理
的
な
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。

と
に
角
、
仏
教
者
は
押
抽
出
州
に
キ
リ
ス
ト
教
に
反
対
し
た
、
キ
リ
ス
ト

教
は
邪
教
で
あ
る
と
云
ふ
同
制
約
の
下
で
キ
リ
ス
ト
教
の
陣
営
に
切
り

込
む
の
で
あ
る
。
今
か
ら
児
る
と
、
そ
ん
な
に
い
き
り
立
た
な
く
て

も
よ
い
と
思
は
れ
る
が
、
当
時
の
状
勢
に
は
冷
静
在
的
さ
ぬ
も
の
が

あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
洪
川
老
子
の
如
き
も
熱
烈
な
反
対
者
で
あ
っ

た
よ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
党
寺
内
で
こ
う
し
た
問
題
立
み

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
ね
)
忽
消
谷
快
天

5
4強
制
批
判
解
説
』
(
丹
測
堂
、

一頁。

(刊
)

ι

間
的
、
忽
前
谷
快
天
町
神
学
新
論
1
批
判
解
説
』
、
五
問
頁
。

(
符
)
伊
吹
収
「
仰
教
は
留
学
な
り
や
宗
教
な
り
や

l
l近
代
日
本
に
お
け

る
仰
教
の
宗
教
化
と
部
宗
・
災
宗
の
一
元
的
理
解
の
誕
生
|
|
」
(
『
悶

際
抑
研
究
』
、
二

O
一
九
年
)
、
二
一
泊
頁
。
。
既
に
伊
吹
氏
は
忽
消
谷

快
天
が
「
現
象
即
実
在
論
」
在
使
川
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
刊
)
前
掲
、
小
阪
限
総
「
明
治
の
形
而
上
学
」
、
九
六
氏
。

(
円
)
「
平
等
界
と
差
別
界
」
(
「
禅
宗
」
抑
定
路
、
一
五
巻
、
一
八
九
六
年
)
、

一真。

(
時
)
前
抱
、
月
上
円
了
吋
仏
教
}
出
品
山
町
抽
出
、
一
一
一
六

O
頁。

(
叩
)
大
竹
川
日
『
大
乗
起
信
論
成
立
問
題
の
研
究
』
(
悶
白
刊
行
会
、

一一

O
一
七
年
)
に
於
い
て
、
『
起
儒
論
』
の
成
立
の
問
題
は
詳
し
く
研

究
さ
れ
て
い
る
。

(
叩
)
佐
脱
原
「
鈴
木
大
淵
の
列
上
円
了
批
判
」
〈
『
剖
際
対
上
向
74研
究
』

悶
際
付
川
上
内
了
学
会
、
二

O
一
七
年
)
。

(
別
)
鈴
木
大
拙
『
治
剣
一
一
八
八
八
二
九
三
九
』
(
『
鈴
木
大
拙
全
集
』

哨
補
版
、
一
一
一
六
巻
、
岩
波
役
時
、
一
一

O
O四
年
)
、
一
一
一
一
二
頁
。

(
位
)
鈴
木
大
拙
『
神
の
第
一
義
』
(
吋
鈴
木
大
拙
全
集
恥
一
八
巻
、
岩
波
及
M

脂、

一
九
六
問
年
(
一
九
一
凶
年
)
)
二
八
一
ニ
頁
。

(
部
)
前
掲
、
鈴
木
大
制
『
仰
の
第
一
議
』
、
三
間
九
真
。

(
剖
)
前
掲
、
鈴
木
大
捌
『
抑
の
第
一
義
』
、
一
一
六
七
氏
。

一
九
O
七
年
)

八




