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立
正
安
国
論
の
学
習
に
思
う

付
「
摂
折
論
批
判
」
に
寄
せ
て

（
東
京
都
正
法
寺
住
職
）

今

成

元

昭

本
日
は
、
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

資
料
は
二
系
列
あ
り
ま
す
。

「
立
正
安
国
と
『
立
正
安
国
論
』
の
間
」
と
い
う

１
の
印
刷
物
は
、
東
京
西
部
教
化
セ
ン
タ
ー
か
ら
出
て
い
る
『
教
化
情
報
』
第
一

六
号
の
も
の
で
す
。

立
正
安
国
と
い
う
理
念
と
『
立
正
安
国
論
』
と
い
う
作
品
と
の
間
に
は
、
溝
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
癒
着
さ
せ
て
は
具
合
が
悪
い
と
い

う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
書
い
た
も
の
で
す
。

『
編
集
後
記
』
に
「
宗
門
運
動
と
し
て
「
立
正
安
国
」
が
テ
ー
マ
と
さ
れ
、
ま
た
『
立
正
安
国
論
』
奏
進
七
五
〇
が
近
づ
く
中
、
こ
の
今

成
先
生
の
鋭
い
ご
指
摘
は
、
現
在
の
宗
門
運
動
を
足
元
か
ら
見
つ
め
直
す
よ
う
な
本
質
的
な
問
題
を
提
議
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私

達
日
蓮
宗
僧
侶
が
実
現
を
目
指
す
も
の
は
、『
立
正
安
国
論
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
謗
法
禁
断
を
含
む
よ
う
な
正
法
の
実
現
な
の
か
、
あ

る
い
は
現
在
に
お
け
る
理
想
の
形
を
追
求
し
た
と
こ
ろ
の
「
立
正
安
国
」
な
の
か
、
論
議
す
べ
き
課
題
は
数
多
く
あ
り
そ
う
で
す
」
と
い

う
問
題
で
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
の
点
は
、
た
い
へ
ん
に
大
事
な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
、
雑
誌
『
現
代
仏
教
』
の
依
頼
に
よ
り
ま
し
て
、
現
在
、
連
載
中
で
す
。
注

目
を
な
さ
っ
た
『
現
代
仏
教
』
編
集
長
・
尾
谷
さ
ん
が
『
立
正
安
国
論
』
と
宗
教
間
対
話
と
い
う
題
で
講
座
を
設
け
て
下
さ
っ
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
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そ
れ
に
関
わ
る
こ
と
が
一
つ
あ
り
ま
す
。

現
代
宗
教
研
究
所
の
伊
藤
主
任
か
ら
お
手
紙
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
立
正
安
国
と
『
立
正
安
国
論
』
の
問
題
に
つ
い
て
、
話
し
て
欲

し
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
さ
ら
に
も
う
一
つ
。
前
に
『
宗
報
』
第
二
〇
一
号
に
載
り
ま
し
た
吉
田
弘
信
師
の
『
折
伏
論
一
考
』、
そ
れ

か
ら
、『
現
代
宗
教
研
究
』
の
、
い
ち
ば
ん
新
し
い
第
四
〇
号
に
山
崎
斎
明
師
が
お
書
き
に
な
っ
た
『
今
成
元
昭
師
の
『
如
説
修
行
鈔
偽

書
説
』
な
ら
び
に
「
摂
折
解
釈
」
を
批
判
す
る
』
に
つ
い
て
も
、
話
し
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

山
崎
氏
の
も
の
だ
け
で
も
七
十
頁
に
わ
た
る
膨
大
な
も
の
で
す
。
こ
の
両
方
を
扱
う
と
五
時
間
ぐ
ら
い
か
か
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。

そ
の
お
手
紙
の
中
に
、
私
が
言
っ
て
い
る
再
反
論
の
論
点
が
外
れ
て
い
る
と
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
再
反
論
を
し
た
覚
え
は

ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
を
伊
藤
主
任
に
質
問
し
ま
し
た
。
す
る
と
「
再
反
論
と
書
い
た
の
は
間
違
い
」
で
、
私
の
論
文
そ
の
も

の
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

吉
田
師
の
お
書
き
に
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
『
宗
報
』
に
反
論
を
書
い
て
欲
し
い
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、「
反
論
は
書
け

な
い
」
と
申
し
上
げ
、「
私
の
説
へ
の
誤
解
が
お
あ
り
の
よ
う
で
す
の
再
吟
味
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
だ
け
書
い
た
の
で
す
。
そ
れ

を
『
宗
報
』
第
二
〇
四
号
に
載
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

山
崎
師
の
も
の
に
つ
い
て
も
、「
反
論
を
」
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
や
は
り
、
山
崎
師
に
も
、
私
が
言
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し

て
、
誤
解
が
お
あ
り
の
よ
う
な
の
で
、
再
反
論
は
書
け
な
い
と
お
答
え
し
た
の
で
す
。
す
る
と
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
今
日
、
触
れ
て

欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
論
点
が
二
つ
あ
り
ま
す
。「
立
正
安
国
と
『
立
正
安
国
論
』
と
の
間
」、
そ
し
て
、
私
が
言
っ
て
き
た
摂
折
論
に
対
す

る
反
論
な
る
も
の
へ
の
批
判
で
す
。
両
方
を
す
る
の
は
た
い
へ
ん
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、
掻
い
摘
ん
で
申
し
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。ま

ず
、
伊
藤
主
任
の
お
手
紙
に
よ
れ
ば
、
吉
田
論
文
発
表
以
後
は
、
私
の
言
っ
て
い
る
こ
と
が
曖
昧
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
多
く
寄
せ
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ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
宗
研
に
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
意
見
を
代
弁
し
て
い
る
と
言
う
の
で
す
。

現
宗
研
で
は
、
私
の
発
言
が
不
当
で
あ
る
と
の
ご
意
見
だ
ら
け
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
お
手
紙
を
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
し
か

し
、
い
ち
ば
ん
先
に
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
の
は
、
批
判
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
、
賛
成
意
見
も
け
っ
こ
う
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
で
す
か
ら
、
両
方
を
踏
ま
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
、
賛
成
意
見
が
あ
る
と
口
で
言
う
だ
け
で
は
い
け
ま

せ
ん
の
で
、
資
料

に
、
い
た
だ
い
た
賛
成
意
見
を
載
せ
て
お
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
々
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
両
方
の
意
見

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
う
え
で
、
お
話
を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

資
料

の
右
下
の
も
の
は
ハ
ガ
キ
で
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

「『
開
目
抄
』
の
一
句
に
悩
ん
で
お
り
ま
し
た
の
で
、
天
の
啓
示
を
得
た
思
い
」
だ
と
仰
る
方
ま
で
い
ま
す
。
身
延
山
大
学
の
名
誉
教
授

の
方
で
す
。

左
、「
先
生
の
お
話
を
伺
い
ま
し
て
何
度
も
『
如
説
修
行
鈔
』
を
読
ん
で
み
ま
し
た
。
先
生
の
仰
る
こ
と
は
肌
身
で
感
じ
ら
れ
る
」

ま
た
、「
貴
論
文
の
中
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、『
如
説
修
行
抄
』
の
偽
書
説
、『
開
目
抄
』
の
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」

の
後
代
挿
入
説
は
、
お
説
の
通
り
と
小
生
も
思
い
ま
す
」

こ
れ
は
、
本
宗
の
顧
問
弁
護
士
と
、
元
現
宗
研
所
長
の
方
の
も
の
で
す
。

さ
ら
に
出
版
物
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

「
今
成
先
生
の
お
話
を
伺
っ
て
い
る
と
、
我
が
教
団
は
七
百
五
十
年
に
わ
た
っ
て
、
宗
祖
で
あ
る
と
こ
ろ
の
日
蓮
聖
人
を
誹
謗
し
て
き

た
。
地
位
を
貶
め
て
き
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
教
団
は
安
泰
と
し
て
存
続
し
て
き
て
い
る
」

こ
れ
は
達
師
法
縁
の
研
究
会
報
告
書
で
、
根
本
的
に
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
立
正
佼
成
会
の
『
第
二
回
宗
教
判
例
研
究
会
講
義
録
』
に
は

「
立
正
大
学
で
は
折
伏
第
一
主
義
が
通
説
の
よ
う
だ
が
、
今
成
先
生
が
出
て
こ
ら
れ
て
議
論
が
盛
り
上
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
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か
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
」

と
い
う
講
師
の
発
言
が
載
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
賛
成
意
見
が
あ
る
こ
と
も
、
ご
認
識
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

吉
田
・
山
崎
両
師
に
共
通
す
る
問
題
点
。
吉
田
師
が
『
如
説
修
行
鈔
』
は
「
古
来
真
撰
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
」
と
仰
っ
て
い
る
。
ま

た
、
山
崎
師
も
「
日
蓮
教
団
に
お
い
て
古
来
偽
書
と
い
う
伝
承
は
一
切
な
く
」
と
仰
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
問
題
点
で
す
。「
古

来
、
言
わ
れ
て
い
る
」
と
い
い
だ
し
た
ら
、
学
問
は
あ
り
得
な
い
わ
け
で
す
。
古
来
が
ど
う
言
わ
れ
て
い
た
か
は
問
題
に
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
お
二
人
が
反
論
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
が
、
反
論
に
は
反
論
の
仕
方
・
ル
ー
ル
が
あ
る
わ
け
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
『
行
敏

訴
状
御
会
通
』
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
行
敏
に
対
し
て
、「
あ
な
た
は
、
こ
う
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
う

で
あ
る
」
と
九
箇
条
に
わ
た
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
、
私
が
申
し
上
げ
て
い
る
二
つ
の
論
文
に
つ
い
て
は
、『
如
説
修
行
鈔
』
に
つ
い
て
も
、『
開
目
抄
』
に
つ
い
て
も
、
四
点
ず
つ

論
証
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
反
論
を
い
た
だ
く
た
め
に
は
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
、「
あ
な
た
は
こ
う
言
っ
て
い
る
け

れ
ど
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
う
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
、
反
論
の
ル
ー
ル
に
合
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。

こ
れ
が
お
二
人
に
共
通
す
る
問
題
点
で
あ
り
ま
す
。

吉
田
師
、
山
崎
師
の
文
に
、
私
は
反
論
が
書
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
資
料

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
吉
田
師
の

『
摂
折
論
一
考
』
に
は
「
反
論
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。『
如
説
修
行
鈔
』
に
は
短
い
文
章
の
中
に
「
如
説

修
行
」
と
い
う
言
葉
が
一
三
回
も
見
ら
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
日
蓮
聖
人
は
確
か
な
御
書
の
中
で
は
、
こ
の
言
葉
を
ま
っ
た
く
使
っ
て

お
ら
れ
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
私
は
申
し
上
げ
て
い
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
吉
田
師
は
浄
土
論
を
展
開
な
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
法
華
経
を
修
行
す
る
者
は
、
ど
こ
の
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
っ
た
ら
よ
い
の
か
」、
そ
う
い
う
問
題
が
『
如
説
修
行
鈔
』
に
は
書
か
れ
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て
い
る
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
、
私
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
言
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。「
如
説
修
行
」
と
い
う
言

葉
が
一
書
だ
け
に
た
く
さ
ん
使
わ
れ
て
い
る
、
ほ
か
の
御
書
に
は
ま
っ
た
く
使
わ
れ
て
い
な
い
、
こ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
か

と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
る
の
で
す
。
論
点
が
噛
み
合
っ
て
い
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
で
は
「
反
論
を
」
と
言
わ
れ
て
も
、
反
論
の
し
よ

う
が
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
『「
摂
折
論
一
考
」
に
よ
せ
て
』
を
『
宗
報
』
に
載
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

「
拙
論
へ
の
誤
解
が
お
あ
り
の
よ
う
で
す
の
で
再
吟
味
を
お
願
い
致
し
ま
す
」、
こ
う
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。
反
論
の
書
き

よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。

山
崎
師
は
「
法
華
経
の
行
者
が
、
謗
法
者
を
折
伏
す
る
こ
と
は
、
行
者
に
と
っ
て
折
伏
で
あ
り
、
謗
法
者
に
と
っ
て
被
折
伏
で
あ
る
。

し
か
し
、
不
軽
菩
薩
や
日
蓮
聖
人
が
攻
撃
を
さ
れ
た
場
合
は
、
法
難
あ
る
い
は
受
難
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、「
折
伏
を
受
け
る
」
と
か

「
被
折
伏
体
験
」
な
ど
と
い
う
表
現
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

セ
ク
ト
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
通
用
し
ま
す
け
れ
ど
、
広
い
社
会
で
は
通
用
し
ま
せ
ん
。

法
然
聖
人
の
浄
土
系
で
も
、「
法
然
聖
人
は
法
難
を
受
け
て
い
る
」
と
い
う
の
で
す
。
自
分
だ
け
の
立
場
で
、「
日
蓮
聖
人
の
場
合
は
法

難
で
あ
る
け
れ
ど
、
法
然
の
場
合
は
被
折
伏
で
あ
る
」、
そ
ん
な
言
い
方
を
し
て
い
っ
た
ら
、
お
互
い
に
言
い
合
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
対

話
も
協
調
も
、
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
客
観
的
な
立
場
に
立
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。
セ
ク
ト
内
の
み
で
通
用
す
る
こ

と
で
は
、
や
は
り
、
具
合
が
悪
い
わ
け
で
す
。
こ
の
点
が
一
つ
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

資
料

追
加
。
私
が
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、「『
如
説
修
行
鈔
』
に
は
文
章
構
成
の
乱
れ
や
用
語
の
不
統
一
が
目
立
つ
」
と
い
う
こ

と
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
よ
う
な
達
筆
家
の
文
章
と
す
る
に
は
当
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
そ
れ
は
、
四
つ
の
立
項
の
う
ち
の
一

つ
で
す
。
こ
れ
が
す
べ
て
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、『
如
説
修
行
鈔
』
の
第
二
問
答
、「
答
弁
者
は
日
蓮
聖
人
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
発
言
は
「
余
が
云
は
く
。
然
ら
ず
。」
と

日
蓮
聖
人
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
と
い
う
混
乱
が
見
ら
れ
ま
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
故
に
「
作
者
の
構
想
力
の
貧
困
さ
が
指
摘
さ
れ
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る
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
山
崎
師
の
文
章
は
「
今
成
師
は
「
作
者
の
構
成
力
の
貧
困
さ
が
指
摘
さ
れ
る
」
と
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
箇
所
の
内
容
は

『
法
華
経
』
の
一
仏
思
想
が
簡
潔
明
瞭
に
凝
縮
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
る
」
と
内
容
に
つ
い
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
は
、
法
華
経
の
一
仏
乗
思
想
の
こ
と
な
ど
は
ま
っ
た
く
言
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
構
想
、
す
な
わ
ち
、
文
章
の
組
み
立
て
に
混
乱
が

見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
作
者
の
文
章
力
が
貧
困
な
の
で
、
日
蓮
聖
人
の
も
の
と
は
思
え
な
い
と
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
す
。
論
点
が

全
然
違
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
反
論
に
対
す
る
再
反
論
を
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も
、
出
来
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。も

う
一
つ
申
し
上
げ
ま
す
。
山
崎
師
は
「
今
成
師
い
わ
く
」
と
し
て
、『
観
心
本
尊
抄
』
の
中
で
「
折
伏
を
現
ず
る
時
は
賢
王
と
成
り

て
愚
王
を
誡
責
し
、
摂
受
を
行
ず
る
時
は
僧
と
成
り
て
正
法
を
弘
持
す
。
と
正
確
に
表
現
し
て
い
ま
す
」
と
い
う
私
の
文
章
を
引
用
し
て

い
ま
す
。
資
料
で
は
、「
正
確
に
表
現
」
に
二
重
線
を
引
き
ま
し
た
。

日
蓮
聖
人
の
文
章
は
、
す
ご
く
正
確
な
の
で
す
。
一
語
一
語
が
非
常
に
厳
密
な
の
で
す
。
そ
れ
を
正
確
に
読
み
取
ら
な
い
と
い
け
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が
山
崎
師
は
、「『
観
心
本
尊
抄
』
に

四
菩
薩
が
摂
受
折
伏
を
行
ず
る
〉
と
あ
る
」
と
お
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
日
蓮
聖
人
は
、
四
菩
薩
が
摂
受
折
伏
を

行
ず
る
〉
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
読
み
違
い
で
す
。

摂
受
は
行
ず
る
も
の
。
折
伏
は
現
ず
る
も
の
で
す
。
折
伏
は
、
究
極
的
に
武
力
・
暴
力
ま
で
許
す
の
で
す
。「
頭
破
七
分
」
な
ど
と
も

言
い
ま
す
。（
編
注
：
文
句
「
頭
破
七
分
非
無
折
伏
」、
文
句
記
「
若
惱
亂
者
頭
破
七
分
。
有
供
養
者
福
過
十
號
」）

で
す
か
ら
、
宗
教
家
は
折
伏
を
行
じ
て
い
け
な
い
の
で
す
。
そ
れ
を
行
じ
る
の
は
国
王
、
つ
ま
り
、
権
力
者
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は

日
蓮
聖
人
の
お
言
葉
に
よ
れ
ば
、
大
自
然
、
つ
ま
り
諸
天
善
神
が
折
伏
を
行
じ
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
を
興
さ
せ
る
ほ
ど
の
行
者
に
な

ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
、「
自
分
は
、
ま
だ
足
り
な
い
」
と
云
っ
て
、『
開
目
抄
』
に
何
回
も
「
法
華
経

の
行
者
に
あ
ら
ざ
る
か
」（
定
五
五
九
）
と
反
問
し
て
い
ま
す
。
自
分
が
こ
ん
な
に
や
っ
て
い
る
の
に
、
ま
だ
諸
天
善
神
の
ご
加
護
が
な
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い
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
諸
天
善
神
が
折
伏
を
行
ず
る
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
諸
天
善
神
に
折
伏
を
現
じ
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
行
ず
る
」
と
「
現
ず
る
」
と
を
、
非
常
に
明
確
に
区
別
し
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
高
森
大
乗
師
も
、
日
蓮
宗
教
学
研
究
大
会
の
『
日
蓮
聖
人
の
釈
尊
本
生
譚
』
で
「「
折
伏
」
に
は
「
行
ず
る
」

で
は
な
く
「
現
ず
る
」
と
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
が
重
要
な
の
で
す
。
一
字
一
語
を

注
意
深
く
読
ま
な
い
と
、
御
遺
文
は
正
確
に
は
読
め
ま
せ
ん
。

ま
た
、
高
森
師
は
「
日
蓮
聖
人
に
お
い
て
は
、
摂
受
・
折
伏
ど
ち
ら
か
一
方
を
正
意
と
す
る
の
で
は
な
く
、
順
縁
に
は
摂
受
が
行
ぜ
ら

れ
、
逆
縁
に
は
折
伏
が
現
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
二
面
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
に
折
伏
の
理
論
が
な
か
っ
た
の

で
は
な
く
、
重
要
な
教
義
と
し
て
明
ら
か
に
存
す
る
わ
け
で
、
し
か
も
そ
れ
は
末
法
の
時
・
謗
法
の
国
・
逆
縁
の
機
に
対
し
て
は
当
然
の

処
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
在
り
方
が
、
行
者
自
ら
手
を
下
す
も
の
な
の
か
、
…
こ
れ
は
「
行
ず
る
」
で
す
…
仏
天
が
行

者
を
守
護
す
る
た
め
に
謗
者
に
断
行
す
る
も
の
…
行
者
に
と
っ
て
は
「
現
ず
る
」
で
す
…
な
の
か
、
と
い
う
点
に
お
い
て
従
来
説
と
今
成

説
と
の
解
釈
に
相
違
が
み
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
き
ち
ん
と
私
の
説
と
従
来
説
の
違
い
を
明
確
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
摂
受
・
折
伏
を
使
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

立
論
の
立
脚
点
が
違
い
ま
す
の
で
、
山
崎
師
に
反
論
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
点
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

『
如
説
修
行
鈔
』
の
問
題
は
、
具
体
的
に
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。

資
料

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
れ
が
『
如
説
修
行
鈔
』
の
全
文
で
す
。
資
料
の
一
一
行
目
か
ら
問
答
が
始
ま
り
ま
す
。

「
問
テ
云
ク
、
如
説
修
行
の
行
者
は
現
世
安
穏
な
る
べ
し
。
何
が
故
ぞ
三
類
の
強
敵
盛
ん
な
ら
ん
や
。
答
テ
云
ク
…
」（
定
七
三
二
）。

『
立
正
安
国
論
』
が
そ
う
で
す
が
、「
問
テ
云
ク
」
が
客
で
す
。「
答
テ
云
ク
」
が
主
人
で
、
こ
ち
ら
が
日
蓮
聖
人
で
あ
る
わ
け
で
す
。

二
九
行
目
、「
問
テ
云
ク
、
如
説
修
行
の
行
者
と
申
さ
ん
は
何
様
に
信
ず
る
を
申
シ
候
べ
き
や
」（
定
七
三
三
）
と
、
如
説
修
行
の
行
者

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
人
で
す
か
と
、
客
が
言
っ
て
い
ま
す
。
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「
答
云
、
当
世
日
本
国
中
の
諸
人
一
同
に
如
説
修
行
の
人
と
申
し
候
は
…
」（
同
）、
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
の
答
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の

次
の
「
予
ガ
云
ク
然
ラ
ズ
」（
定
七
三
四
）、
と
い
う
の
は
客
の
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
日
蓮
聖
人
な
の
で
す
よ
。

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
乱
れ
を
、
私
は
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

お
ま
け
に
、「
予
ガ
云
ク
」
で
始
ま
っ
て
、
最
後
ま
で
、
全
部
、
こ
の
一
人
物
の
発
言
で
す
。
作
者
は
問
答
体
構
成
を
放
棄
し
て
い
る

の
で
す
。

『
立
正
安
国
論
』
は
、
き
ち
ん
と
し
た
問
答
体
で
す
。
客
が
怒
っ
て
、
杖
を
携
え
て
帰
ろ
う
と
し
た
り
、
主
人
が
「
主
人
咲
み
止
め
て

曰
く
」（
定
二
一
八
、
編
注
：
原
文
は
漢
文
）
と
い
う
よ
う
に
、
非
常
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
で
す
。
こ
の
よ
う
な
し
っ
か
り
と
し
た
問
答
体

を
お
書
き
に
な
る
の
が
日
蓮
聖
人
で
す
。
と
こ
ろ
が
、『
如
説
修
行
鈔
』
を
見
る
と
、
そ
う
い
っ
た
文
章
構
成
の
う
え
か
ら
言
っ
て
も
、

文
脈
の
乱
れ
が
目
立
つ
、
実
に
拙
劣
な
構
想
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
す
。
然
も
こ
れ
は
論
証
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
す

べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
一
番
最
後
を
見
ま
す
と
「
人
々
御
中
へ
」（
定
七
三
七
）
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
人
々
」
が
誰
で
あ
る
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
が
、「
人
々
」
と
複
数
を
対
象
に
し
な
が
ら
、「
御
身
を
離
さ
ず
、
常
に
御
覧
あ
る
べ
く
候
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
全
然
意
味
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

と
も
か
く
、『
如
説
修
行
鈔
』
の
文
章
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
ほ
こ
ろ
び
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
稚
拙
な
作
品
だ
け

に
「
如
説
修
行
」
と
い
う
言
葉
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
ほ
か
に
何
百
も
あ
る
真
蹟
遺
文
類
の
中
に
は
「
如
説
修
行
」
と
い
う
言
葉
は

一
回
も
出
て
こ
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
の
で
す
。

実
は
、
私
に
は
平
成
六
年
に
『
大
崎
学
報
』
一
五
〇
回
記
念
号
に
発
表
し
た
論
文
が
あ
り
ま
す
。

資
料

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
題
目
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
心
の
師
と
な
る
と
も
、
心
を
師
と
せ
ざ
れ
」、
こ
れ
は
有
名
な
言
葉
で
、
た

い
へ
ん
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
を
、
ど
の
注
釈
書
に
も
、
出
典
は
『
涅
槃
経
』
で
あ
る
と
載
っ
て
い
ま
す
。
現
在
も
い
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ろ
い
ろ
な
本
が
出
て
い
ま
す
が
、『
涅
槃
経
』
以
外
と
す
る
注
釈
書
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
蓮
聖
人
も
、『
蓮
盛
鈔
』
に

「
涅
槃
経
ニ
云
ク
、
願
テ
心
ノ
師
ト
作
ル
ト
モ
、
心
ヲ
師
ト
セ
ザ
レ
」（
定
一
九
、
編
注
：
原
文
は
漢
文
）

と
、『
涅
槃
経
』
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
よ
い
の
で
す
。

け
れ
ど
も
、
七
行
目
は
『
兄
弟
鈔
』
で
す
。
資
料
で
は
、
二
重
線
を
引
き
ま
し
た
。

「
心
の
師
と
は
な
る
と
も
心
を
師
と
せ
ざ
れ
と
は
、
六
波
羅
蜜
経
の
文
也
」（
定
九
三
三
）

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
間
違
え
た
の
だ
と
、
非
常
に
古
く
か
ら
、
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

弘
教
寺
日
健
の
『
兄
弟
鈔
私
見
聞
』、
こ
れ
は
『
御
書
鈔
』
に
あ
り
ま
す
。
一
番
、
古
い
御
書
註
の
集
成
で
す
。

「『
涅
槃
経
』
ニ
云
ク
願
テ
心
ノ
師
ト
作
ル
ト
モ
、
心
ヲ
師
ト
セ
ザ
レ
。
六
波
羅
蜜
經
ニ
モ
其
ノ
心
ア
ル
歟
。
云
云
」

と
、
疑
問
を
出
し
て
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
が
『
兄
弟
鈔
』
に
先
の
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
一
六
世
紀
の
こ
と
で
す
。

資
料
一
五
行
目
。「
異
本
ニ
六
波
羅
蜜
經
ノ
言
コ
レ
無
シ
」
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、「
六
波
羅
蜜
經
」
を
消
し
て
し
ま
っ
た
写
本
ま

で
あ
っ
た
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
が
、
間
違
っ
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

「
六
度
經
ニ
ハ
其
文
ヲ
見
ズ
」

と
い
う
断
定
ま
で
さ
れ
る
に
至
り
ま
す
。
こ
れ
は
『
録
内
啓
蒙
』
で
す
。
そ
れ
か
ら
何
百
年
と
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

資
料
二
二
行
目
。『
日
蓮
聖
人
遺
文
講
義
』、
こ
れ
は
昭
和
の
初
め
で
す
。
二
重
線
を
引
き
ま
し
た
。

「
こ
の
文
は
六
波
羅
蜜
經
に
な
し
と
い
ふ
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
、
少
し
は
よ
い
の
で
す
。

二
七
行
目
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。『
日
蓮
聖
人
御
遺
文
講
義
』、
線
を
引
き
ま
し
た
。

「
心
の
師
と
は
な
る
と
も
心
を
師
と
せ
ざ
れ
と
は
、
涅
槃
經
の
文
也
」
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と
、
御
遺
文
を
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
偽
書
の
発
生
で
す
。

こ
れ
は
日
蓮
聖
人
を
思
う
心
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
と
は
思
う
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
が
間
違
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
は
困
る
の

で
、
変
え
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

『
大
崎
学
報
』
を
読
む
方
は
あ
ま
り
い
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
次
に
御
遺
文
集
や
御
遺
文
講
義
が
出
る
と
き
に
は
、
変
え
て
し
ま
う
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
と
、
偽
書
が
ど
ん
ど
ん
定
着
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
困
り
ま
す
。

資
料
の
終
わ
り
か
ら
三
行
目
。「
八
者
（
は
）」
と
い
う
所
、
黒
丸
を
付
け
ま
し
た
。

「
常
為
心
師
不
師
於
心
」
は
、『
六
波
羅
蜜
經
』
な
の
で
す
。
問
題
の
一
文
は
、
日
蓮
聖
人
の
お
っ
し
ゃ
る
通
り
、
あ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
勉
強
を
し
た
か
し
な
い
か
、
研
究
し
た
か
し
な
い
か
の
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。
眼
が
あ
れ
ば
見
え
る
の
で

す
。
そ
れ
を
何
百
年
の
間
、
ず
っ
と
、
無
批
判
に
先
師
が
言
っ
た
と
お
り
を
受
け
継
い
で
き
た
か
ら
の
誤
り
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
昭
和

半
ば
に
、
つ
い
に
「
涅
槃
經
の
文
也
」
と
偽
書
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
こ
と
を
、
平
成
六
年
に
発
見

し
た
の
で
す
。「
こ
れ
は
い
か
ん
。
徹
底
的
な
見
直
し
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
訳
で
、
摂
折
問
題
も
い
ま
ま
で
言
わ
れ
て
き

た
こ
と
に
は
間
違
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
、
真
剣
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。

御
書
の
解
釈
に
し
て
も
、
第
一
に
正
確
な
文
献
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
間
違
っ
た
文
献
で
言
い
出
す
と
、
取
り
返
し
の
つ
か
な

い
こ
と
に
な
る
。
日
蓮
宗
で
は
、
事
実
と
し
て
、
い
ま
見
た
よ
う
な
前
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
は
厳
密
に
、
見
て
い
こ
う
と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
の
『
観
心
本
尊
抄
』
で
も
、「
折
伏
を
現
ず
る
時
…
摂
受
を
行
ず
る
時
」（
定
七
一
九
、
編
注
：
原
文
は
漢
文
）
と

い
う
よ
う
に
、
厳
密
な
お
言
葉
を
日
蓮
聖
人
は
使
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
読
み
取
れ
な
い
で
き
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
山
川
智
応
師
が
、
こ
こ
を
「
摂
折
現
行
段
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
読
み
違
え
を
し
た
言
い
方
で
す
。「
摂
折
行
現
段
」
と

言
わ
な
く
て
は
、
正
確
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
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僧
侶
は
折
伏
を
行
じ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。
宗
教
的
な
人
徳
に
よ
っ
て
、
国
王
や
諸
天
善
神
が
、
そ
の
行
者
を
守
護
す
る
た
め
に
、

折
伏
を
現
じ
さ
せ
る
の
で
す
。
折
伏
を
行
ず
る
の
は
、
国
王
や
諸
天
善
神
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
蒙
古
も
そ
う
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
し
た
。
あ
れ
も
折
伏
に
入
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
厳
密
に
押
さ
え
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

プ
リ
ン
ト
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、

、

、

と
、
線
で
結
ん
で
あ
り
ま
す
。

は
『
開
目
抄
』
の
常
不
軽
菩
薩
を
折
伏
と
言
っ
て
い
る
定
本
の
六
〇
六
頁
の
部
分
で
す
。

は
「
如
説
修
行
」
と
い
う
言
葉
、『
如
説
修
行
鈔
』
を
引
い
て
い
る
所
で
す
。

は
「
法
華
折
伏
破
権
門
理
」
と
い
う
『
法
華
玄
義
』
を
引
い
て
い
る
所
で
す
。

実
は
、
日
蓮
聖
人
は
「
法
華
折
伏
破
権
門
理
」
と
い
う
言
葉
を
、
一
度
も
使
っ
て
い
ま
せ
ん
。
徹
底
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
二
千
何
項
目

の
経
釈
論
を
お
引
き
に
な
っ
て
い
る
『
注
法
華
経
』
の
中
に
も
、
こ
の
言
葉
は
出
て
き
ま
せ
ん
。
敬
遠
な
さ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。と

こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
辞
典
の
ど
れ
を
見
て
も
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
た
ぶ
ん
、
自
分
で
勉
強
し
な
い
で
、
先
師
の

言
う
ま
ま
を
書
い
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
画
一
的
誤
り
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

学
問
に
対
す
る
姿
勢
を
ま
ず
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
個
々
が
本
気
で
勉
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と
記
し
ま
し
た
。『
浄
土
宗
大
辞
典
』
に
は
「
一
般
に
は
折
伏
は
摂
受
の
た
め
の
前
段
階
と
せ
ら
れ
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

二
行
後
に
、
日
蓮
宗
で
は
そ
う
で
は
な
い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
龍
谷
大
学
の
『
仏
教
大
辞
彙
』
に
は
「
折
伏
は
只
摂
受
の
為
の
前
関
を
張
る
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
究
極
的

に
は
、
仏
教
は
摂
受
な
の
だ
、
折
伏
は
そ
の
前
関
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
「
日
蓮
宗
に
於
て
は
之
に
反
し
」
と
言
っ
て
い
ま
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す
。
日
蓮
宗
だ
け
が
違
う
と
い
う
の
で
す
。
仏
教
の
通
念
は
、
摂
受
が
基
本
で
、
折
伏
は
そ
の
前
段
階
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
実
は
日
蓮
宗
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
い
つ
の
時
代
か
ら
か
、
折
伏
が
基
本
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。

資
料

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
優
陀
那
院
日
輝
師
に
つ
い
て
、
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
『
立
正
安
国
論
』
と
の
関
係
も
出
て
き
ま

す
。右

上
は
『
宗
義
大
綱
読
本
』
で
す
。「
教
条
的
な
折
伏
主
義
に
堕
す
る
こ
と
は
誡
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
盛
ん
に
言
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。

「
機
に
し
た
が
ひ
時
に
よ
り
て
其
行
万
差
な
る
べ
し
」
と
、
日
蓮
聖
人
は
示
さ
れ
て
い
ま
す
。「
お
言
葉
を
味
読
し
、
五
綱
に
よ
っ
て

摂
受
・
折
伏
そ
の
進
退
を
判
じ
、
も
っ
て
広
宣
流
布
、
立
正
安
国
の
願
業
達
成
を
め
ざ
し
、
弘
教
に
邁
進
す
べ
き
で
あ
る
」
と
、『
宗
義

大
綱
読
本
』
は
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
下
の
注
二
六
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、「
摂
受
・
折
伏
に
つ
い
て
は
、
日
輝
『
弘
教
要
義
』『
摂
折
進
退
論
』
お
よ
び
『
日
蓮
宗

読
本
』（
一
八
四

六
頁
）
等
を
参
照
さ
れ
た
い
」
と
指
示
し
て
い
ま
す
。

『
弘
教
要
義
』
は
漢
文
体
で
、
読
み
づ
ら
い
の
で
、
左
に
そ
れ
を
解
説
し
た
、
充
洽
園
全
集
に
よ
る
茂
田
井
先
生
の
文
章
を
載
せ
ま
し

た
。
漢
文
の
ほ
う
に
、
一
か
ら
八
と
あ
り
ま
す
。
茂
田
井
先
生
の
も
一
か
ら
八
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
は
『
摂
折
進
退
論
』
で
も
同

じ
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。
文
章
は
違
い
ま
す
が
、
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
茂
田
井
先
生
の
ほ
う
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
二
、
折
伏
は
徒
ら
に
相
手
の
忿
恚
を
増
す
の
み
で
あ
る
。

四
、
折
伏
は
、
貴
顕
・
学
者
の
軽
侮
を
招
く
因
で
あ
る
。

六
、
旧
株
を
守
っ
て
識
者
の
笑
を
致
す
因
で
あ
る
。」
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『
日
蓮
宗
読
本
』
で
は
、
こ
こ
の
所
を
、
よ
く
読
み
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

先
程
見
た
辞
典
類
で
は
、
他
宗
は
、
摂
受
が
仏
法
の
基
本
で
折
伏
は
そ
の
前
段
階
だ
と
言
っ
て
い
る
の
に
、
日
蓮
宗
だ
け
は
、
違
う
と

書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
来
の
日
蓮
宗
は
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。

資
料

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『
宗
義
大
綱
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
簡
潔
に
す
ぎ
て
い
て
、
わ
か
り
づ
ら
い
と
い
う
こ
と
で
、
片
山
総
長
の
頃
で
す
が
、

日
蓮
教
学
研
究
所
に
、
解
説
書
作
成
の
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
所
長
は
望
月
歓
厚
先
生
で
し
た
。
現
代
宗
教
研
究
所
の
所
長
が
茂
田
井
先

生
で
、
そ
の
茂
田
井
先
生
が
解
説
を
な
さ
っ
た
の
で
す
。

『
宗
義
大
綱
』
の
原
文
の
最
後
の
二
行
で
す
。

「
折
伏
と
摂
受
に
は
そ
の
行
用
に
前
後
が
あ
り
、
ま
た
機
に
よ
っ
て
も
進
退
が
あ
る
」

「
こ
れ
だ
け
で
は
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
茂
田
井
先
生
が
解
説
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
。『
現
代
宗
教
研
究
』

「
第
８
号
、
昭
和

年
３
月
５
日
発
行
」
に
載
っ
て
い
ま
す
。

資
料
に
は
、
二
重
線
を
引
き
ま
し
た
。

「
如
来
の
第
一
義
諦
に
帰
着
せ
し
め
る
に
は
、
摂
受
の
化
に
よ
る
外
あ
り
ま
せ
ん
」

基
本
は
摂
受
で
あ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
文
章
は
、
宗
会
を
通
っ
た
も
の
で
す
。

「『
そ
の
行
用
に
前
後
が
あ
る
』
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
か
ら
で
、
折
伏
の
後
に
摂
受
が
あ
る
の
で
、
摂
受
の
後
に
折
伏
が
あ
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
」

こ
れ
を
、
ご
覧
に
な
れ
ば
わ
か
り
ま
す
と
お
り
、
き
ち
ん
と
、
日
蓮
宗
の
基
本
は
、
摂
受
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
し
か

も
、
そ
れ
が
宗
会
ま
で
通
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
渡
邊
寶
陽
先
生
が
、
日
蓮
教
学
研
究
所
の
助
手
で
し
た
。「
そ
の
こ
と
は
覚
え
て
い
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る
」
と
、
ご
本
人
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
十
六
日
の
『
勧
学
院
報
』
第
七
号
、
渡
邊
先
生
が
院
長
に
な
ら
れ
、
そ
の
『
巻
頭
言
』
に
「
初
代
院
長
に
推
挙
さ
れ

た
茂
田
井
教
亨
先
生
は
宗
会
で
議
決
さ
れ
た
『
宗
義
大
綱
』、
お
よ
び
『
宗
義
大
綱
解
説
』」
と
書
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
「
如
来
の

第
一
義
諦
に
帰
着
せ
し
め
る
」
の
は
摂
受
が
基
本
で
あ
り
、
本
宗
は
摂
受
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は
宗
会
で
議
決
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
の
で

す
。そ

れ
が
歪
め
ら
れ
て
、「
日
蓮
宗
は
折
伏
為
本
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
は
、
基
本
的
に
見
直
さ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
こ
と
で
す
。

で
す
か
ら
、
私
が
特
別
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
日
蓮
宗
の

本
来
の
姿
を
取
り
戻
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
発
言
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
立
正
安
国
論
』
の
問
題
に
進
め
ま
す
。

現
在
、
宗
門
で
は
「『
立
正
安
国
論
』
奏
進
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
、
具
合
が
悪
い
の
で
す
。
奏
進
さ
れ
た

文
章
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
奏
進
が
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
天
皇
や
法
皇
等
に
出
さ
な
け
れ
ば
、
奏
進
し
た
と

は
言
え
な
い
わ
け
で
す
。

『
安
国
論
御
勘
由
来
』
だ
け
に
、「
奏
進
」（
定
四
二
一
）
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
で
す
。
そ
れ
を
、
宗
門
で
は
採
っ
て
し
ま
っ

た
よ
う
で
す
。
ほ
か
の
宿
屋
入
道
な
ど
に
出
し
た
り
し
た
文
書
（
も
ん
じ
ょ
）
に
は
、
ま
っ
た
く
「
奏
進
」
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
は
い

な
い
の
で
す
。

「
奏
進
」
を
使
っ
て
い
る
『
安
国
論
御
勘
由
来
』
の
宛
名
は
誰
か
と
言
う
と
、
法
鑑
房
と
い
う
お
坊
さ
ん
で
す
。
僧
侶
に
対
し
て
、
比

較
的
社
会
的
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
、「
奏
進
を
期
待
す
る
」
意
味
で
お
使
い
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

「
進
覧
」「
奉
」
は
、
何
カ
所
に
も
出
て
い
ま
す
。
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日
蓮
聖
人
が
「
奏
進
」
を
期
待
し
た
こ
と
は
『
立
正
安
国
論
』
の
第
六
問
答
で
わ
か
る
の
で
す
。

南
都
北
嶺
の
、
つ
ま
り
、
延
暦
寺
、
興
福
寺
系
の
訴
状
が
、
上
奏
さ
れ
て
、
天
皇
の
お
耳
に
達
し
て
、
そ
こ
で
勅
宣
が
発
布
さ
れ
た
わ

け
で
す
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
犬
神
人
を
雇
っ
て
、
法
然
上
人
の
『
選
択
集
』
の
版
木
を
奪
っ
て
、
比
叡
山
根
本
中
道
で
焼
き
捨
て
た

と
、『
立
正
安
国
論
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
法
然
上
人
の
墓
を
暴
い
た
の
で
す
。

上
奏
を
経
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
勅
宣
が
出
ま
す
。
嘉
禄
三
年
（
一
二
二
七
）
七
月
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
嘉
禄
の
法
難
が
あ
っ
た
こ
と

を
、
日
蓮
聖
人
は
第
六
問
答
の
答
で
言
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
日
蓮
聖
人
に
は
、
そ
の
よ
う
な
期
待
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

『
立
正
安
国
論
』
が
上
奏
さ
れ
て
、
法
然
浄
土
教
に
徹
底
的
な
打
撃
を
与
え
て
、
そ
し
て
、
法
華
経
の
世
に
し
た
い
希
望
を
持
た
れ
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
認
め
る
と
し
て
も
、
し
か
し
、
そ
れ
が
い
ま
の
世
に
通
用
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。

『
立
正
安
国
論
』
に
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
宗
教
間
対
話
、
世
界
の
平
和
を
阻
害
す
る
要
因
に
も
な
り

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
立
正
安
国
と
い
う
理
想
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
が
一
切
な
い
世
界
で
す
。
立
正
安
国
と
い
う
理
想
と
、『
立
正
安
国

論
』
と
い
う
作
品
と
は
、
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
す
。
し
か
し
、『
立
正
安
国
論
』
進
覧
の
精
神
は
す
ば
ら
し
い
わ
け
で
す
。
そ
の
『
立

正
安
国
論
』
を
今
に
ど
の
よ
う
に
活
か
す
か
、
よ
ほ
ど
慎
重
に
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
前
出
ま
し
た
『
宗
報
』
に
「
立
正
安
国
論
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
と
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
伝
道
の
企
画
会
議
ノ
ー

ト
の
『
伝
え
る
』
に
も
、「
立
正
安
国
論
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
な
ど
と
あ
り
ま
し
た
。

言
葉
に
対
す
る
感
性
が
鈍
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
き
ち
ん
と
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
本
宗
が
世
間
で
通
用
し
な
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
恐
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
「
立
正
安
国
と
『
立
正
安
国
論
』
と
の
間
」
と
い
う
こ
と
を
提
言
し
た
わ
け
で
す
。

優
陀
那
院
教
学
が
、
日
蓮
宗
の
基
本
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
資
料

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
右
下
に
「
に
ち
き
」
と
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
は
『
日
蓮
宗
事
典
』
の
も
の
で
す
。

「
充
洽
園
門
下
の
新
井
日
薩
・
吉
川
日
鑑
・
三
村
日
修
ら
は
明
治
維
新
に
動
揺
す
る
宗
門
に
あ
っ
て
、
日
蓮
宗
の
宗
名
を
公
称
し
、
教

団
の
保
持
に
当
た
り
、
他
方
で
は
飯
高
檀
林
を
廃
し
て
日
蓮
宗
大
教
院
を
作
り
優
陀
那
日
輝
の
教
学
を
中
心
と
す
る
教
育
を
行
っ
た
。
日

蓮
宗
大
教
院
は

日
蓮
宗
大
檀
林

日
蓮
宗
大
学
林

日
蓮
宗
大
学

立
正
大
学
〉
と
発
展
し
…
明
治
以
降
、
日
輝
の
教
学
が
継
承
さ

れ
、
教
団
の
中
枢
と
な
っ
た
」

日
輝
教
学
が
、
日
蓮
宗
の
近
代
を
作
り
上
げ
た
わ
け
な
の
で
す
。
そ
の
日
輝
上
人
は
、『
立
正
安
国
論
』
も
折
伏
も
よ
く
な
い
と
言
っ

て
い
る
の
で
す
。

資
料

の
、
い
ち
ば
ん
左
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

『
庚
戌
雑
答
』
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
二
箇
所
引
き
ま
し
た
。

「
祖
師
ヲ
本
尊
ト
セ
バ
天
下
ノ
大
眼
目
ト
ナ
ラ
ン
事
ヲ
願
フ
ベ
シ
。
立
正
安
国
ノ
導
師
ト
ナ
ル
ベ
シ
」

こ
の
本
尊
は
、
い
ま
で
い
う
本
尊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
を
崇
め
る
、
中
心
と
し
て
敬
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
立
正
安
国
論
は
当
時
既
ニ
其
ノ
用
ヲ
為
サ
ズ
況
ヤ
今
世
ニ
至
テ
全
ク
其
ノ
立
論
ノ
無
実
ヲ
見
ル
」

『
立
正
安
国
論
』
は
既
に
日
蓮
聖
人
の
当
時
、
そ
の
用
を
な
さ
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
結
局
、
却
下
・
無
視
さ
れ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
が
先
師
に
よ
っ
て
、『
立
正
安
国
論
』
無
用
論
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
輝
師
も
立
正
安
国
と
『
立
正
安
国
論
』
を
、
は
っ
き
り
と
分
け
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
い
ま
私
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
日
輝
上
人
が
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
の
で
す
。
日
輝
上
人
の
学
統
は
、
日
蓮
宗
の

近
代
を
決
定
し
て
い
き
、
そ
れ
が
立
正
大
学
ま
で
通
じ
て
い
る
こ
と
が
、『
日
蓮
宗
事
典
』
で
も
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
私
は
異
端
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
、
取
り
敢
え
ず
、
一
時
間
の
責
め
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ど
う
も
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


