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平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
七
日

第
二
十
七
回
中
部
教
区
教
化
研
究
会
議
基
調
講
演

日
蓮
聖
人
に
お
け
る
摂
受
と
折
伏
に
つ
い
て講

師
（
立
正
大
学
教
授
）

庵

谷

行

亨

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
庵
谷
で
ご
ざ
い
ま
す
。
九
十
分
間
に
わ
た
っ
て
、
日
蓮
聖
人
に
お
け
る
摂
受
と
折
伏

に
つ
い
て
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
お
手
元
に
資
料
を
配
布
し
て
頂
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
参
照
下
さ

い
。最

初
に
、
経
典
に
、
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
か
ら
、
日
蓮
聖
人
が
依
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
ま
し
た
天
台
大
師
を
始
め
、
章

安
大
師
、
妙
楽
大
師
等
の
釈
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
ご
紹
介
、
そ
れ
か
ら
、
集
約
と
致
し
ま
し
て
、
日
蓮
聖
人
が

摂
折
に
つ
い
て
お
述
べ
に
な
っ
て
い
る
御
文
章
を
拝
見
す
る
と
い
う
形
で
、
お
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
が
資
料
の
三

枚
目
の
途
中
あ
た
り
ま
で
で
ご
ざ
い
ま
す
。

四
の
項
目
は
、
特
に
、『
開
目
抄
』
の
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
文
が
、『
開
目
抄
』
本
文
に
、
あ
っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
参
考
の
資
料
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
後
、
四
頁
か
ら
は
、
五
と
致
し
ま
し
て
、
日
蓮
聖
人
が
『
開
目
抄
』
に
お
示
し
に
な
っ
て
い
る
「
末
法
の
世
は
、
折
伏
を
前
（
さ

き
）
と
す
る
」
と
い
う
御
文
章
に
立
脚
し
た
解
説
、
そ
し
て
六
番
目
に
先
師
の
釈
、
七
番
目
に
日
蓮
聖
人
の
、
常
不
軽
菩
薩
に
つ
い
て
の

お
考
え
、
お
立
場
で
す
。
八
番
目
は
、
日
蓮
聖
人
の
、
法
の
弘
め
方
、
そ
れ
が
非
常
に
折
伏
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
で
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ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
集
約
が
七
頁
目
に
九
、
と
し
て
挙
げ
て
あ
り
ま
す
む
す
び
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
ま
で
の
資
料
は
、
平
成
十
三
年
に
、
東
京
西
部
の
宗
務
所
、
並
び
に
教
化
セ
ン
タ
ー
の
研
修
会
に
お
い
て
お
話
を
さ
せ
て
頂
い
た

資
料
に
補
足
追
記
を
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
は
、
日
蓮
聖
人
の
直
弟
の
摂
折
に
つ
い
て
の
理
解
の
ご
紹
介
、
そ
し
て
、
七
頁
の
後
の
方
は
、
特
に
今
成
先
生
が
摂
折
に
つ
い

て
意
見
を
提
示
な
さ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
、
私
の
個
人
的
な
見
解
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。

資
料
の
最
後
の
、
九
頁
の
所
が
、「
摂
受
折
伏
と
布
教
」
と
い
う
こ
と
で
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
、
或
い
は
未
信
徒
の
皆
さ
ん
、
或
い

は
、
社
会
の
交
流
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。

一
番
後
に
つ
い
て
お
り
ま
す
十
頁
以
降
は
、
お
話
を
申
し
上
げ
ま
す
参
考
の
た
め
の
資
料
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
内
容
で
お
話
を
進
め
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
一
頁
に
戻
っ
て
頂
き
ま
し
て
、
ま
ず
、
摂
折
に
つ
い
て
、
経
典
に
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
日

蓮
聖
人
の
御
文
章
に
引
用
さ
れ
る
も
の
二
点
を
、
そ
こ
に
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
仏
教
経
典
の
中
に
は
、
そ
の
他
に
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
日
蓮
聖
人
遺
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
こ
の
二
経
で
ご
ざ
い
ま
す
。
勝
鬘
経
と
涅
槃
経
で
す
。

そ
こ
に
『
正
蔵
』
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
は
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
略
称
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
巻
数
と
頁
数
が
入
っ
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら

と
あ
り
ま
す
の
は
、

、

、

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
頁
の
上
段
、
中
段
、
下
段
を
意
味
致
し
て
お
り
ま
す
。

と

い
う
の
は
、
上
か
ら
三
段
目
に
こ
の
文
章
が
あ
り
ま
す
、
と
い
う
意
味
で
す
。

勝
鬘
経
に
は
、「
ま
さ
に
折
伏
す
べ
き
者
は
こ
れ
を
折
伏
す
。
ま
さ
に
摂
受
す
べ
き
者
は
こ
れ
を
摂
受
す
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
日

蓮
聖
人
の
御
遺
文
で
は
、
断
簡
の
二
五
〇
番
に
引
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
聖
人
の
解
説
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
こ

の
経
文
を
日
蓮
聖
人
が
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二
番
目
が
涅
槃
経
の
文
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
の
文
が
遺
文
中
に
よ
く
引
か
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
四
つ
挙
げ
て
い
ま
す
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が
、
金
剛
身
品
、
こ
れ
は
、
覚
徳
比
丘
と
有
徳
王
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
段
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
☆
印
を
つ
け
て
説
明
を
加

え
て
お
き
ま
し
た
。
覚
徳
比
丘
は
正
法
護
持
の
比
丘
、
正
し
い
教
え
を
護
る
僧
で
す
。
有
徳
王
は
執
持
刀
杖
と
い
う
こ
と
で
、
正
法
を
護

る
た
め
に
は
、
刀
杖
も
執
持
す
る
、
刀
杖
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
捨
身
す
る
、
命
を
捨
て
る
、
殉
死
す
る
、
そ
う
い

う
こ
と
を
持
戒
と
い
う
。
戒
を
持
つ
の
で
す
。
執
持
刀
杖
を
持
戒
、
戒
を
持
つ
と
す
る
と
い
う
教
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。

聖
行
品
は
仙
豫
国
王
の
お
話
で
、
護
法
の
た
め
に
は
、
断
命
根
で
す
。
人
の
命
を
も
断
つ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
を
護
る
た
め
に
は

人
の
命
を
も
断
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。

如
来
性
品
は
毒
鼓
の
縁
と
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
、
逆
縁
下
種
で
す
。
要
す
る
に
、
太
鼓
に
毒
を
塗
っ
て
打
つ
と
、
そ

の
音
を
聞
い
た
者
が
毒
に
よ
っ
て
倒
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
逆
縁
下
種
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。

梵
行
品
は
転
重
軽
受
と
い
う
こ
と
で
、
重
き
罪
を
転
じ
て
軽
く
受
け
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
、
そ
こ
に
値
難
滅
罪
と
書
い
て
お

り
ま
す
け
ど
も
、
過
去
世
に
お
い
て
深
い
罪
を
負
っ
て
い
て
も
、
現
世
に
お
い
て
正
法
を
弘
め
る
、
正
法
を
護
持
す
る
と
い
う
功
徳
に

よ
っ
て
、
そ
の
罪
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

こ
の
逆
縁
下
種
、
或
い
は
、
値
難
滅
罪
と
い
う
考
え
方
は
、
日
蓮
聖
人
の
、
常
不
軽
菩
薩
の
行
軌
の
解
釈
と
関
係
が
あ
り
ま
し
て
、
常

不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
を
逆
縁
下
種
と
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
の
独
創
で
は
な
く
て
、
天
台
大
師
や
妙
楽
大
師
の
解
釈

を
受
け
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
後
ほ
ど
出
て
ま
い
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
涅
槃
経
は
、
執
持
と
か
断
命
根
と
い
う
こ
と
で
、
正
法
を
護
る
た
め
に
は
、
武
力
を
持
つ
と
か
、
或
い
は
人
の
命
を
断

つ
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
た
め
に
、
非
常
に
暴
力
的
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
て
、
そ
れ
で
折
伏
と
は
破
壊
的
行
為
で
あ
る
と
理

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
折
伏
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
お
話
し
て
ま
い
り
ま
す
け
ど
も
、
日
蓮
聖
人
は
そ
う
い
う
破
壊
的
な
こ
と
を
表
に
お
出
し
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
む
し

ろ
、
常
不
軽
菩
薩
の
但
行
礼
拝
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
折
伏
の
精
神
を
ご
覧
に
な
っ
た
の
で
す
。
但
行
礼
拝
は
、
相
手
の
方
に
、
の
の
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し
ら
れ
る
と
か
で
す
ね
、
石
を
投
げ
つ
け
ら
れ
る
と
か
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
遠
く
逃
げ
去
っ
て
、
相
手
の
方
を
礼
拝
す
る
、
全
て

の
人
々
に
仏
性
が
あ
っ
て
、
全
て
の
人
々
は
仏
様
で
あ
る
と
い
う
精
神
、
教
え
、
そ
れ
を
、
自
分
の
信
念
と
し
て
、
自
分
の
信
心
と
し
て

貫
い
て
い
く
と
い
う
姿
勢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
難
に
遭
い
な
が
ら
も
信
仰
を
貫
い
て
い
く
。
相
手
の
非
難
を
甘
受
し
な
が
ら
、

信
仰
を
貫
い
て
い
く
。
そ
う
い
う
姿
勢
が
日
蓮
聖
人
の
折
伏
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
折
伏
の
概
念
に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
て
き
ま
す
。
後
ほ
ど
触
れ
ま
す
が
、
今
成
先
生
が
非
常
に
強
く
、
日
蓮
聖
人
の
折
伏
と

い
う
こ
と
を
否
定
な
さ
る
の
は
、
折
伏
は
、
こ
の
涅
槃
経
に
よ
れ
ば
、
そ
う
い
う
破
壊
的
な
行
為
、
殺
人
的
な
行
為
で
あ
る
か
ら
、
そ
う

い
う
も
の
は
、
日
蓮
聖
人
は
お
と
り
に
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

私
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
行
軌
に
、
日
蓮
聖
人
は
折
伏
を
ご
覧
に
な
っ
た
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
次
の
二
と
致
し
ま
し
て
、
中
国
天
台
三
大
師
の
釈
、
と
い
う
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
を
解
釈
す
る
う
え
で
非
常
に
重
要
視

な
さ
っ
た
三
大
師
の
文
を
見
て
ま
い
り
ま
す
。

１
は
天
台
大
師
で
す
。『
摩
訶
止
観
』
の
中
に
、
法
華
経
の
安
楽
行
品
は
摂
受
で
あ
り
、
涅
槃
経
の
金
剛
身
品
は
折
伏
で
あ
る
と
し
て

い
ま
す
。
金
剛
身
品
は
先
程
一
の
２
に
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
安
楽
行
品
は
身
口
意
三
業
の
行
儀
で
す
。
即
ち
、
信
仰

す
る
時
に
、
妨
げ
に
な
る
も
の
に
近
づ
か
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
と
か
、
そ
う
い
う
弘
教
の
仕
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
れ

は
金
剛
身
品
の
、
正
法
護
持
の
た
め
に
刀
杖
を
執
持
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
比
較
す
れ
ば
摂
受
に
な
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

摂
受
と
折
伏
と
い
う
こ
と
は
相
対
論
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
れ
と
こ
れ
と
比
較
す
れ
ば
こ
っ
ち
は
折
伏
的
で
あ
り
、
こ
っ
ち
は
摂
受

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
比
較
す
る
対
象
が
違
え
ば
、
同
じ
も
の
で
も
違
う
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
ご
ざ
い
ま
す
。

の
『
法
華
玄
義
』
は
、「
法
華
経
は
権
門
の
理
を
破
す
」、
そ
れ
で
折
伏
、「
涅
槃
経
は
更
に
権
門
を
許
す
」、
故
に
摂
受
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
法
の
話
で
す
。
す
な
わ
ち
教
相
論
で
す
。
法
華
経
は
、
天
台
教
学
で
は
円
教
で
す
か
ら
、
全
て
の
教
え
を
包
括
し
ま
す
。
で
す
か

ら
、
権
門
の
理
を
破
す
の
で
す
。
要
す
る
に
、
開
迹
顕
本
な
ど
と
言
い
ま
す
よ
う
に
、
方
便
の
教
え
を
開
し
、
真
実
の
教
え
に
帰
入
せ
し
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め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

教
法
論
で
い
え
ば
、
法
華
経
は
折
伏
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
折
伏
で
な
け
れ
ば
、
法
華
最
勝
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
日
蓮
聖
人
の

題
目
信
仰
は
、
全
て
の
教
え
は
題
目
に
帰
結
す
る
と
い
う
考
え
方
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
折
伏
的
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
い
ま

す
。で

す
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
教
相
で
い
え
ば
、
法
華
は
折
伏
、
涅
槃
は
摂
受
、
弘
教
の
方
軌
で
言
え
ば
、
法
華
経
は
摂
受
、
涅
槃
経
は
折

伏
と
い
う
よ
う
に
、
二
経
の
比
較
の
中
で
は
概
し
て
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

に
『
法
華
文
句
』
は
、「
法
華
経
は
偏
に
摂
受
を
明
か
す
」
と
。
こ
れ
は
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
涅
槃
経
の
よ
う
に
、
断
命
根

と
か
、
刀
杖
を
執
持
す
る
と
い
う
こ
と
に
比
較
す
れ
ば
、
法
華
経
の
中
に
説
か
れ
る
弘
教
は
、
安
楽
行
品
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
勧
持

品
で
あ
っ
て
も
摂
受
と
な
り
ま
す
。
勧
持
品
は
迫
害
を
加
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
を
忍
受
し
て
法
を
弘
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
か
ら
、
常
不
軽
菩
薩
品
も
、
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
忍
受
し
て
但
行
礼
拝
す
る
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
布
教
は
涅
槃
経
の
弘
教
に
較

べ
れ
ば
摂
受
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
、「
法
華
経
は
偏
に
摂
受
を
あ
か
す
」
と
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
法
華
経
に
も
涅
槃
経
の
よ
う
な
折
伏
的
な
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
頭
破
七
分
で
す
ね
。
こ
れ
は
、「
折
伏
な
き
に
非

ず
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
頭
、
七
分
に
破
れ
ん
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
要
す
る
に
、
法
華
経
信
仰
者
を
誹
謗
す
る
者
は
、

頭
が
七
つ
に
割
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
死
を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
非
常
に
強
い
。
法
華
経
に
も
こ
の
よ
う
な
強
い

折
伏
的
な
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
『
文
句
』
は
言
っ
て
い
ま
す
。

涅
槃
経
は
そ
れ
に
対
し
て
、「
偏
に
折
伏
を
論
ず
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
先
程
出
て
き
た
一
の
２
の
涅
槃
経
の
文
を
ご
覧
に

な
っ
た
ら
判
る
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
涅
槃
経
に
も
摂
受
が
あ
る
と
。
そ
れ
は
、
寿
命
品
に
「
一
子
地
に
住
す
」
と
あ
る
。
こ
れ
を
『
文
句
』
は
「
何
ぞ
か

つ
て
摂
受
な
か
ら
ん
や
」
と
釈
し
て
い
ま
す
。
涅
槃
経
は
、
法
華
経
に
対
す
れ
ば
折
伏
的
だ
け
ど
も
、
摂
受
が
な
い
こ
と
も
な
い
。
一
子
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地
と
い
う
の
は
、
親
が
自
分
の
一
人
の
子
供
を
愛
す
る
よ
う
に
、
菩
薩
は
、
全
て
の
人
々
を
慈
愛
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
子
を
慈
愛
す
る
思
い
、
こ
れ
は
摂
受
で
あ
る
と
。
こ
の
よ
う
に
『
文
句
』
は
説
明
を
致
し
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、「
適
時
而
已
」
で
す
。
そ
れ
が
、
天
台
大
師
の
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。「
時
に
適
う
、
宜
し
き
に
称
う
」
と
あ
り
ま
す
、
こ

れ
は
世
界
悉
檀
で
す
。
そ
の
後
に
誤
字
が
あ
り
ま
す
が
、
世
界
歓
喜
の
益
で
す
。
人
々
を
喜
ば
し
め
る
益
で
す
。
摂
受
は
為
人
悉
檀
で

す
。
為
人
悉
檀
と
い
う
の
は
、
人
の
為
に
善
を
す
る
、
人
の
為
に
善
を
生
じ
る
益
で
す
。
そ
し
て
、
折
伏
は
、
退
治
悉
檀
で
す
。
即
ち
、

退
治
破
悪
の
益
で
す
。
退
治
し
、
悪
を
破
る
、
と
い
う
益
で
す
。

天
台
大
師
の
い
う
と
こ
ろ
の
折
伏
の
概
念
は
、
退
治
破
悪
で
す
ね
。
折
伏
と
は
退
治
破
悪
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
恐
ら
く
日
蓮

聖
人
は
、
こ
の
視
点
で
、
折
伏
の
概
念
を
受
け
止
め
て
お
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
謗
法
を
退
治
す
る
、
邪
智
邪
悪

を
破
す
と
い
う
ふ
う
な
意
味
で
ご
ざ
い
ま
す
。

『
法
華
文
句
』
の
釈
常
不
軽
菩
薩
品
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
は
有
名
な
文
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
未
有
善
に
対
し
て
は
、「
不
軽
以
大

而
強
毒
之
｜
｜
不
軽
は
大
を
以
て
而
し
て
強
て
之
を
毒
す
」
で
す
。
こ
の
、
強
毒
は
、
強
（
ご
う
）
と
い
う
の
は
強
い
と
い
う
字
で
す

が
、
強
い
て
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
要
す
る
に
あ
え
て
毒
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
強
毒
が
、
逆
化
、
す
な
わ
ち
、
逆
縁
下
種
の
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
逆
縁
下
種
が
先
程
ご
紹
介
し
た
、
一
の
２
の
涅
槃
経
の
逆
縁
下
種
と
繋
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
天
台
大
師
は
、

常
不
軽
菩
薩
の
行
軌
は
強
毒
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
逆
縁
下
種
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
を
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。

こ
の
逆
縁
下
種
の
考
え
方
は
、
妙
楽
大
師
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
け
ど
も
、
天
台
大
師
、
妙
楽
大
師
を
経
て
日
蓮
聖
人
に
継
承
さ
れ
て

い
き
ま
し
た
。
日
蓮
聖
人
は
、
常
不
軽
菩
薩
品
は
逆
縁
下
種
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
強
毒
で
す
。
こ
の
強
と
い
う
、

あ
え
て
毒
す
る
と
い
う
、
そ
の
と
こ
ろ
に
、
折
伏
が
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
、
常
不
軽
菩
薩
が
但
行
礼
拝

し
た
、
相
手
が
拒
否
し
て
も
あ
え
て
し
た
、
そ
こ
に
折
伏
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

２
は
章
安
大
師
で
す
。
こ
れ
は
涅
槃
経
の
疏
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
仙
豫
国
王
の
持
杖
・
持
戒
で
す
。
す
な
わ
ち
、
杖
を
た
も
つ
こ
と
は
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戒
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
先
程
の
涅
槃
経
の
聖
行
品
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
を
受
け
て
、「
取
捨
得
宜
不
可

一
向
」
と
い
う
の
で
す
。
天
台
大
師
も
妙
楽
大
師
も
、「
時
に
適
う
」、「
取
捨
宜
し
き
に
従
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
場
そ
の

場
で
、
よ
り
よ
い
方
法
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

３
が
妙
楽
大
師
、
で
ご
ざ
い
ま
す
。『
摩
訶
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
の
中
に
、
涅
槃
経
の
執
持
刀
杖
、
す
な
わ
ち
刀
杖
を
執
持
す
る
、
刀

や
杖
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
折
伏
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
覚
徳
比
丘
、
有
徳
王
、
仙
豫
国
王
、
こ
れ
ら
は
折
伏
で
あ
る
と
解
釈

し
て
い
ま
す
。
執
持
と
か
、
断
命
根
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
強
い
弘
教
の
姿
勢
を
示
し
て
い
ま
す
。

の
『
法
華
文
句
記
』
は
、
常
不
軽
菩
薩
品
の
注
釈
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
こ
に
、「
因
謗
堕
悪
必
由
得
益
」、
謗
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
に

堕
す
も
必
ず
由
っ
て
益
を
得
と
。
謗
法
に
よ
っ
て
悪
道
に
堕
落
し
て
も
、
そ
れ
が
因
と
な
っ
て
必
ず
利
益
を
得
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

皆
様
が
普
段
お
読
み
に
な
る
開
経
偈
に
も
、「
も
し
は
信
も
し
は
謗
、
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
」
と
あ
り
ま
す
。
信
仰
し
て
仏
道
を
成
じ

る
こ
と
は
分
か
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
謗
が
仏
道
を
成
じ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
す
。
謗
が
な
ぜ
仏
道
を
成
じ
る
の
か
と
い
う

と
、
因
謗
堕
悪
に
よ
っ
て
得
益
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
謗
法
を
通
し
て
下
種
結
縁
を
す
る
、
す
な
わ
ち
利
益
を
受
け
る
。

「
如
人
倒
地
還
従
地
起
」
と
あ
り
ま
す
。
人
が
地
面
に
転
ぶ
と
、
地
面
を
も
と
と
し
て
立
ち
上
が
る
と
。
謗
法
を
通
し
て
成
仏
を
達
成
す

る
。
こ
れ
が
逆
縁
下
種
で
ご
ざ
い
ま
す
。

の
『
金
剛

論
』
も
同
じ
く
、「
可
如
不
軽
喜
根
而
強
毒
之
」
と
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
不
軽
の
強
毒
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
天
台
大
師
の
『
文
句
』
の
解
釈
と
全
く
同
じ
で
す
。

◎
印
を
し
て
、
私
見
と
書
い
て
あ
り
ま
す
の
は
私
の
ま
と
め
で
す
。

中
国
天
台
三
大
師
は
、
弘
教
の
方
法
に
つ
い
て
、
法
華
経
と
涅
槃
経
を
対
比
す
る
と
、
法
華
経
は
、
涅
槃
経
に
比
す
れ
ば
摂
受
、
し
か

し
、
折
伏
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
涅
槃
経
は
執
持
刀
杖
の
ゆ
え
に
折
伏
、
た
だ
し
、
摂
受
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。
断
命
、
要
す
る
に
、
人
の
命
を
断
つ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
、
ま
さ
し
く
、
折
伏
の
折
伏
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
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す
。法

華
経
の
諸
品
を
較
べ
ま
す
と
、
安
楽
行
品
の
四
安
楽
行
は
摂
受
。
勧
持
品
の
三
類
の
強
敵
は
、
安
楽
行
に
対
す
れ
ば
折
伏
。
難
を
受

け
る
か
ら
で
す
。
常
不
軽
品
の
但
行
礼
拝
。
こ
れ
も
安
楽
行
品
に
比
べ
れ
ば
折
伏
。
陀
羅
尼
品
は
頭
破
七
分
。
故
に
折
伏
で
す
。
こ
の
う

ち
の
、
勧
持
品
と
不
軽
品
は
忍
難
、
難
に
耐
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
、
難
に
遭
い
、
難
に
耐
え
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
日
蓮
聖

人
の
お
と
り
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
勧
持
品
と
常
不
軽
品
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
勧
持
品
の
二
十
行
の
偈
の
色
読
、
そ
れ
か
ら
、
常
不
軽
菩

薩
の
跡
を
偲
ん
で
法
華
経
を
弘
め
て
い
く
と
い
う
姿
勢
を
お
取
り
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
、
ま
さ
し
く
、
日
蓮
聖
人
の
立
場
で
あ
っ
た
と
い

う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
、
勧
持
品
や
不
軽
品
の
折
伏
も
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
涅
槃
経
の
執
持
や
断
命
根
に
比
す
れ
ば
摂
受
に
な
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
あ
る
時
は
折
伏
で
あ
り
、
あ
る
時
は
摂
受
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
と
対
比
、
比
較
す
る
か
に
よ
る
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

所
弘
の
法
と
い
う
の
は
、
教
え
で
す
。
法
華
経
と
涅
槃
経
を
比
較
す
れ
ば
、
法
華
経
は
折
伏
、
涅
槃
経
は
摂
受
で
す
。
何
故
か
と
い
う

と
、
法
華
経
は
権
門
の
理
を
破
す
故
に
折
伏
で
す
。
す
な
わ
ち
、
諸
経
を
全
て
包
括
し
て
し
ま
う
教
え
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
涅
槃
経
は

所
開
会
、
す
な
わ
ち
開
会
さ
れ
る
側
で
す
。
天
台
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
涅
槃
経
は
法
華
経
の

拾
教
で
す
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
の
あ
と

の
落
ち
穂
拾
い
の
経
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
華
経
で
、
殆
ど
の
人
達
が
救
い
取
ら
れ
て
い
く
け
れ
ど
も
、
残
さ
れ
た
人
た
ち
を
、
涅
槃
経

が
更
に
救
い
取
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
で
す
。
で
す
か
ら
、
法
華
経
の
方
が
中
心
で
す
。
救
済
の
中
心
の
経
典
に
な
り
ま
す
。

法
華
最
勝
と
あ
り
ま
す
。
法
華
経
を
純
円
の
教
で
あ
る
と
位
置
付
け
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
も
う
法
華
経
が
立
て
ば
、
他
の
諸
経
は
法

華
経
に
包
括
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
教
相
的
に
は
折
伏
の
視
点
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
不
軽
強
毒
は
逆
化
で
逆
縁
下
種
で
折
伏
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
天
台
大
師
の
解
釈
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
次
に
三
に
、
日
蓮
聖
人
遺
文
に
お
け
る
摂
折
義
で
ご
ざ
い
ま
す
。
真
偽
に
諸
説
あ
る
遺
文
は
ひ
と
た
び
こ
れ
を
お
く
と
し
て
お
り
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ま
す
。
個
々
の
遺
文
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
真
蹟
の
現
存
或
い
は
曾
存
、
直
弟
写
本
現
存
の
遺
文
に
限
っ
て
の
見
解
で

ご
ざ
い
ま
す
。

１
の
『
転
重
軽
受
法
門
』
に
つ
き
ま
し
て
は
、
私
見
と
し
て
、
◎
印
を
付
し
て
書
い
て
あ
り
ま
す
所
を
見
て
頂
き
ま
す
と
、
値
難
の
弘

教
者
の
先
例
、
値
難
弘
教
の
経
文
を
あ
げ
、
そ
の
な
か
で
も
末
法
時
の
当
世
日
本
国
に
お
い
て
は
、
日
蓮
一
人
こ
そ
値
難
色
読
の
弘
教
者

で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
先
例
は
、
難
に
あ
っ
た
人
た
ち
で
す
。
経
文
と
も
に
身
命
に
及
ぶ
ゆ
え
に
折
伏
に
通
ず
る
。

何
故
身
命
に
及
ぶ
と
折
伏
な
の
か
と
い
う
と
、
難
に
遭
う
の
は
、
強
義
の
弘
教
を
す
る
か
ら
で
す
。
強
義
の
弘
教
を
す
る
か
ら
難
に
遭

い
ま
す
。
強
義
の
弘
教
と
は
信
念
を
貫
く
、
教
え
の
信
念
を
貫
い
た
弘
教
を
す
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
難
に
遭
う
。
そ
れ
は
勧
持
品
に
説

か
れ
て
い
る
通
り
で
す
。
或
い
は
常
不
軽
菩
薩
品
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
す
。
で
す
か
ら
、
難
に
遭
う
と
い
う
こ
と
、
身
命
に
及
ぶ
と

い
う
こ
と
、
こ
れ
は
折
伏
に
通
ず
る
の
で
す
。

２
の
『
開
目
抄
』
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
文
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
ま
す
。
◎
印
の

所
を
見
て
下
さ
い
。
私
見
と
あ
り
ま
す
。「
末
法
に
摂
受
折
伏
が
あ
る
」
が
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
、
そ
の
よ
う
に
仰
っ
て
ま
す
。「
末
法

に
摂
受
折
伏
あ
る
べ
し
」
と
。「
当
世
日
本
国
は
、
謗
法
充
満
の
ゆ
え
に
折
伏
を
前
と
す
る
」。
日
蓮
聖
人
の
ご
文
章
の
中
に
、「
無
智
悪

人
が
国
土
に
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
。
安
楽
行
品
の
ご
と
し
。
邪
智
謗
法
の
者
が
多
い
時
は
折
伏
を
前
と
す
」
と
あ
る
。
当
世
は
、

謗
法
者
充
満
で
あ
る
が
故
に
折
伏
を
前
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
日
蓮
聖
人
が
明
確
に
仰
っ
て
い
ま
す
。
末
法
は
折
伏
を
前
と
す
る
、
と
い
う

こ
と
は
ゆ
る
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
、「
呵
責
者
こ
そ
真
の
声
聞
で
あ
る
と
す
る
文
を
あ
げ
、
自
身
の
値
難
得
証
の
確
信
を

述
べ
ら
れ
て
い
る
」。
難
に
遭
う
こ
と
に
よ
っ
て
証
を
得
る
、
こ
れ
が
得
証
で
す
。
何
の
証
を
得
る
か
と
い
う
と
、
正
し
い
法
華
経
の
行

者
で
あ
る
と
い
う
証
を
得
る
の
で
す
。
難
に
遭
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
し
く
、
自
身
こ
そ
、
正
し
い
法
華
経
の
行
者
で
あ
る
と
い
う
証

を
得
る
。
そ
の
得
証
の
確
信
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
呵
責
と
は
謗
法
者
を
責
め
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
難
に
遭
う
。「
値
難
は
折

伏
に
通
ず
る
」
と
い
う
解
釈
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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そ
こ
に
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
が
、
今
成
先
生
の
お
考
え
の
中
に
、「
こ
こ
で
、
安
楽
行
品
の
如
し
と
言
え
ば
そ
れ
で
済
む
の
に
、
何

故
常
不
軽
品
の
如
し
と
言
う
の
だ
」、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
必
要
は
な
い
」
と
い
う
ふ
う
な
論
調
が
あ
り
ま
す
。
実
は
妙
楽
大
師
の

解
釈
の
中
に
、
安
楽
行
品
と
常
不
軽
品
を
比
較
対
比
し
て
い
る
文
が
あ
る
の
で
す
。『
文
句
記
』
の
第
十
巻
中
で
す
。
恐
ら
く
日
蓮
聖
人

は
そ
れ
を
参
考
に
さ
れ
て
、
安
楽
行
品
と
常
不
軽
品
を
摂
受
折
伏
で
比
較
対
比
な
さ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

３
に
『
富
木
殿
御
返
事
』
は
、
臨
終
の
覚
悟
と
か
、
刎
頭
の
喜
悦
と
い
う
考
え
方
は
、
折
伏
に
通
じ
る
。
要
す
る
に
自
分
の
命
を
捨
て

て
法
を
弘
め
る
と
い
う
考
え
方
は
折
伏
に
通
じ
る
。

４
に
『
観
心
本
尊
抄
』
で
す
。
王
の
弘
教
は
弓
箭
等
、
す
な
わ
ち
他
者
の
命
を
も
奪
う
。
だ
か
ら
折
伏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
折

伏
の
中
の
折
伏
で
す
。
僧
の
弘
教
は
難
に
遭
う
。
値
難
で
す
。
要
す
る
に
正
法
に
自
身
の
命
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
摂
受
で
あ

る
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
日
蓮
聖
人
は
折
伏
と
摂
受
を
使
い
分
け
て
お
書
き
に
な
っ
た
。
僧
の
弘
教
は
折
伏
の
中
の
摂
受
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
は
王
の
弘
教
に
比
べ
れ
ば
、
命
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
摂
受
で
あ
る
と
。
人
の
命
を
奪
う
と
い
う
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
自
分

の
命
を
捨
て
る
こ
と
は
摂
受
と
言
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
王
と
僧
の
対
比
は
涅
槃
経
の
覚
徳
比
丘
や
有
徳
王
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

５
に
『
富
木
入
道
殿
御
返
事
』
で
す
。「
法
華
経
の
行
者
に
は
魔
王
が
障
害
を
加
え
る
」
の
文
脈
の
あ
と
の
文
で
あ
る
こ
と
を
思
う

と
、
障
害
を
受
け
る
法
華
経
の
修
行
者
は
折
伏
に
通
じ
る
。
障
害
を
受
け
る
と
は
難
に
遭
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
難
に
遭
う
法
華
経
の
弘

通
は
折
伏
で
あ
る
。
何
故
難
に
遭
う
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
法
華
経
の
弘
教
に
は
強
義
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
す
。
強
義
と
い
う
の
は
強

い
義
で
す
。
強
義
が
伴
う
か
ら
難
に
遭
う
。
難
に
遭
う
強
義
の
弘
教
は
、
折
伏
に
通
じ
ま
す
。

６
は
断
簡
の
二
五
〇
、
先
程
ご
紹
介
し
た
文
で
す
。
勝
鬘
経
の
摂
受
折
伏
の
名
目
が
出
て
い
ま
す
。

四
が
、
先
程
申
し
ま
し
た
『
開
目
抄
』
に
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
と
い
う
文
が
あ
っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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こ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
ご
説
明
致
し
ま
す
。
現
在
、
知
ら
れ
て
い
ま
す
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
『
開
目
抄
』
の
写
本
と
刊
本
の
今

現
在
見
る
こ
と
の
で
き
る
範
囲
、
判
っ
て
い
る
範
囲
の
も
の
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

日
道
本
が
一
番
古
い
の
で
す
が
、
こ
れ
は
下
巻
が
あ
り
ま
せ
ん
。

日
出
本
も
下
巻
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
頃
の
も
の
で
、
も
う
既
に
、
祖
滅
一
〇
〇
年
を
経
過
し
て
お
り
ま
す
。

日
存
本
に
は
こ
の
文
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
中
で
一
番
古
い
、
下
巻
部
分
現
存
の
写
本
で
す
。

平
賀
本
は
、「
如
常
不
輕
品

イ一

」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
本
に
は
、「
如
常
不
軽
品
」
と
い
う
文
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
す
。
で
す
か

ら
平
賀
本
の
底
本
に
は
、
日
存
本
と
同
じ
よ
う
に
な
か
っ
た
の
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
異
本
に
は
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
平
賀
本

を
書
写
し
た
人
は
気
付
い
た
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
平
賀
本
が
写
さ
れ
た
時
点
で
は
、
も
う
既
に
、「
如
常
不
軽
品
」
と
い
う
文

の
入
っ
た
写
本
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。

本
隆
寺
本
に
は
、「
常
不
軽
品
ノ
コ
ト
シ
」
と
あ
り
ま
す
。

林
日

本
に
も
、「
如
常
不
軽
品
一

」
と
あ
る
。

旧
妙
蓮
寺
本
は
、
下
巻
が
欠
の
た
め
分
か
ら
な
い
。

日
教
研
本
も
、「
如
二

常
不
輕
品

一

」
と
あ
る
。

立
正
寺
本
も
「
常
不
輕
品
ノ
コ
ト
シ
」
と
あ
る
ん
で
す
。

問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
の
が
次
の
本
満
寺
本
で
す
。
こ
れ
は
日
乾
の
対
照
本
と
言
わ
れ
て
い
て
、
日
乾
が
身
延
山
に
晋
ん
だ
時
に
、
身

延
山
に
お
い
て
、
御
真
蹟
と
照
合
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
に
、「
常
不
輕
品
ノ
コ
ト
シ
」
を
線
で
し
る
し
、
行
間
に
「
御
本
ニ
無
」
と
あ

る
。
御
真
蹟
に
は
「
常
不
軽
品
ノ
コ
ト
シ
」
は
無
い
と
日
乾
は
注
を
加
え
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
根
拠
と
し
て
、「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
の
文
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
解
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
後

で
ま
と
め
ま
す
。
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妙
覚
寺
本
、
本
法
寺
本
云
々
と
、
あ
と
は
も
う
表
記
の
こ
と
な
り
は
あ
り
ま
す
が
、
全
て
の
も
の
に
あ
り
ま
す
。

百
部
摺
本
は
、
百
部
印
本
と
い
わ
れ
て
、
慶
長
年
間
に
、
日
乾
と
日
遠
の
発
願
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
御
書
五
大
部
で
す
。
御
書
五
大

部
を
百
部
印
刷
し
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
百
部
摺
本
の
中
の
『
開
目
抄
』
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
百
部
摺
本
は

現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
次
の
日
相
本
。
こ
れ
は
、
百
部
摺
本
の
書
写
本
で
、
書
写
年
代
は
要
言
本
に
よ
る
と
、
一
六
七
九
年
で
す
。
奥
書
に
、
身
延
山
の

御
真
筆
を
乾
遠
両
師
が
一
字
一
点
も
違
え
ず
写
し
取
ら
れ
印
刷
さ
れ
た
も
の
を
、
相
違
な
く
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
と
記
録
し
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
は
、「
常
不
輕
品
ノ
コ
ト
シ
」
と
あ
り
ま
す
。

元
和
本
は
下
巻
が
な
い
。

寛
永
一
九
年
本
の
五
大
部
に
つ
い
て
は
、
百
部
摺
本
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
、「
常
不
輕

品
ノ
コ
ト
シ
」
と
あ
り
ま
す
。

寛
永
二
〇
本
も
、「
常
不
輕
品
ノ
コ
ト
シ
」
と
あ
る
。

現
在
、
私
共
が
見
て
お
り
ま
す
『
昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
の
源
流
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
寛
永
一
九
年
本
、
寛
永
二
〇
年
本
で

す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
ま
で
こ
う
遡
っ
て
ま
い
り
ま
す
と
、
昭
和
定
本
の
元
に
な
っ
た
も
の
に
は
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

要
言
本
は
百
部
摺
本
の
模
刻
本
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
奥
書
に
「
身
延
山
秘
蔵
以
御
真
筆
御
書
一
字
一
点
無
相
違
令
再
校
合
者
也
」
と
あ

り
ま
す
。
そ
こ
に
「
常
不
輕
品
ノ
ゴ
ト
シ
」
と
あ
り
ま
す
。

百
部
摺
本
は
日
蓮
聖
人
の
御
真
蹟
を
更
に
校
合
し
て
印
刷
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
百
部
摺
本

の
中
に
は
「
常
不
輕
品
ノ
ゴ
ト
シ
」
と
あ
り
ま
す
。
発
願
を
し
た
の
は
日
乾
・
日
遠
両
師
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
本
満
寺
本
の
中
に
は

「
な
い
」
と
書
い
て
お
き
な
が
ら
、
百
部
摺
本
の
方
に
は
、
更
に
、
御
真
蹟
と
照
合
し
て
「
あ
る
」
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
問
題
が
残
り
ま
す
。
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そ
こ
で
、
２
の
『
開
目
抄
』
の
写
本
・
刊
本
の
記
述
に
つ
い
て
の
諸
問
題
で
す
。
ま
と
め
で
す
。

正
本
に
無
い
、
と
記
し
て
い
る
の
は
、
今
回
確
認
し
た
も
の
の
中
で
は
本
満
寺
本
の
み
で
す
。
印
行
さ
れ
た
百
部
摺
本
に
は
、
日
相
本

に
よ
る
と
、「
常
不
輕
品
ノ
コ
ト
シ
」
と
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
更
に
そ
れ
を
再
校
合
し
た
と
い
う
要
言
本
に
よ
る
と
、「
常
不
輕
品

ノ
ゴ
ト
シ
」
と
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
明
ら
か
に
記
載
が
な
い
の
は
、
日
存
本
の
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
存
す
る
『
開
目
抄
』
下
巻
の
写
本
中
、
一
番
古
い
も
の
が
日
存
本
で
す
。
今
回
確
認
し
た
写
本
・
刊
本
中
、
平
賀
本
以
降
は
、
表
記
の

異
な
り
は
あ
り
ま
す
が
全
て
に
、
こ
の
文
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
行
間
に
書
き
入
れ
を
し
た
平
賀
本
に
は
、「
イ
」
と
あ
り
、
異
本
に

は
「
如
常
不
輕
品
ノ
一

」
と
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
平
賀
本
は
、
日
存
本
系
の
写
本
を
恐
ら
く
底
本
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
こ

と
と
、
そ
れ
に
、
林
本
系
を
対
照
し
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

『
開
目
抄
』
の
上
巻
部
分
の
み
で
も
、
日
存
本
と
本
満
寺
本
と
で
は
、
五
二
五
箇
所
の
相
違
が
あ
る
と
の
冠
賢
一
教
授
の
指
摘
が
あ
り

ま
す
。
本
満
寺
本
と
遺
文
録
（
高
祖
遺
録
）
と
に
は
約
千
箇
所
の
相
違
が
あ
る
と
、
本
満
寺
発
行
の
『
開
目
抄
』
の
後
記
に
は
示
さ
れ
て

い
ま
す
。

参
考
ま
で
に
、『
高
祖
遺
文
録
』
は
、
日
明
の
『
新
撰
祖
書
』
を
底
本
と
し
た
も
の
、
そ
れ
か
ら
『
縮
刷
遺
文
』
は
『
高
祖
遺
文
録
』

を
底
本
と
し
た
も
の
、『
昭
和
定
本
』
は
、『
縮
刷
遺
文
』
を
底
本
と
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
順
序
に

遡
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
元
が
、
寛
永
一
九
年
本
あ
た
り
で
あ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

遺
文
の
校
合
が
い
か
に
至
難
の
業
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
乾
師
の
『
観
心
本
尊
抄
』
の
校
正
の
誤
り
を
小
川
泰
堂
が
あ

げ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
浅
井
要
麟
先
生
が
指
摘
な
さ
っ
て
い
ま
す
。
小
川
泰
堂
は
、「
本
尊
抄
の
ご
真
蹟
を
拝
し
鑑
照
す
る
に
、
彼

の
乾
師
校
正
の
本
も
、
二
十
四
字
を
誤
る
」
と
、
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

本
満
寺
本
が
信
頼
性
が
高
い
と
い
う
の
は
宮
崎
先
生
の
論
文
、
冠
賢
一
先
生
の
著
書
に
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
し
、
つ
い
最
近
、
冠
先
生

と
も
お
話
し
た
の
で
す
。
冠
先
生
は
、
本
満
寺
本
は
信
頼
性
が
高
い
と
は
い
っ
て
も
完
全
で
は
な
い
、
と
い
う
お
話
を
な
さ
っ
て
ま
し
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た
。私

は
、
本
満
寺
本
の
『
報
恩
抄
』
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。『
報
恩
抄
』
は
御
真
蹟
が
一
紙
と
少
し
残
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
御
真
蹟

と
本
満
寺
本
の
『
報
恩
抄
』
の
写
本
と
を
照
合
致
し
ま
し
た
ら
、
や
は
り
違
い
が
数
箇
所
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
本
満
寺
本
は
、
完

全
に
御
真
蹟
通
り
に
完
全
に
照
合
し
た
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
お
話
し
た
ら
、
冠
先
生
も
、
や
は
り

同
じ
こ
と
を
検
証
さ
れ
た
よ
う
で
し
て
、
そ
れ
で
、
本
満
寺
本
は
完
全
に
信
頼
で
き
る
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
れ
は
つ
い

最
近
な
の
で
す
け
ど
も
、
お
話
を
な
さ
っ
て
お
り
ま
し
た
。

「
信
を
置
く
に
は
不
十
分
な
面
も
あ
る
」
と
表
明
な
さ
っ
て
い
る
の
は
、
大
黒
喜
道
さ
ん
の
『
興
風
』
と
い
う
雑
誌
に
示
さ
れ
て
い
る

文
章
で
す
。

◎
印
の
私
見
で
す
。
本
満
寺
本
が
、
御
真
蹟
を
完
全
な
形
で
伝
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。

そ
し
て
な
お
か
つ
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、『
文
句
記
』
に
、
安
楽
行
品
の
安
楽
行
と
不
軽
品
の
不
軽
行
と
を
順
化
と
逆
化
と
に

対
比
し
て
る
文
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
と
い
う
文
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
よ
う
に
私
は
考
え
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
そ
れ
に
関
連
し
て
、
日
蓮
聖
人
は
不
軽
品
と
は
い
う
け
れ
ど
常
不
軽
品
と
は
言
わ
な
い
、
と
い
う
見
解
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
統
計
上
の
問
題
で
す
。
一
箇
所
し
か
出
て
こ
な
い
か
ら
そ
れ
を
お
か
し
い
と
は
い
え
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
。
一
箇
所
、
一
箇
所
し
か

出
て
い
な
い
も
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
で
し
ょ
う
。
或
い
は
、
教
義
的
に
、
後
世
の
人
が
大
事
だ
と
思
う
言
葉
、
例
え
ば
、『
開
目
抄
』
の

本
因
本
果
の
法
門
だ
と
か
、
或
い
は
、
本
門
寿
量
品
の
文
の
底
に
沈
め
た
、
と
い
う
よ
う
な
見
解
と
か
言
葉
、
こ
れ
は
他
の
遺
文
に
は
出

て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
一
箇
所
し
か
な
い
か
ら
疑
わ
し
い
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。

五
に
入
り
ま
す
。
末
法
の
世
は
、
折
伏
を
前
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
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こ
れ
は
、
先
程
も
ご
紹
介
致
し
ま
し
た
が
、『
開
目
抄
』
に
「
邪
智
謗
法
の
者
多
き
時
は
折
伏
を
前
と
す
る
」
と
お
書
き
に
な
っ
て
い

る
の
で
す
か
ら
、
今
の
世
が
ど
の
よ
う
な
世
の
中
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
今
の
世
の
中
は
邪
智
謗
法
者
充
満
の

時
で
あ
る
と
、
諸
遺
文
で
繰
り
返
し
仰
っ
て
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
ゆ
る
ぎ
の
な
い
こ
と
で
す
。
今
の
、
末
法
の
時
代
は
、
謗
法
者
充

満
の
時
で
あ
る
か
ら
、
折
伏
を
前
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

末
法
の
世
は
謗
法
者
が
充
満
し
て
い
る
、
と
い
う
文
は
そ
こ
に
挙
げ
て
あ
り
ま
す
、『
安
国
論
』、『
本
尊
抄
』、『
曾
谷
抄
』
他
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
邪
智
謗
法
者
に
関
連
す
る
主
な
表
現
も
そ
こ
に
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。

末
法
の
弘
教
は
不
惜
身
命
の
弘
通
で
あ
り
、
呵
責
謗
法
で
あ
る
と
。
謗
法
を
呵
責
す
る
、
謗
法
を
禁
断
す
る
、
謗
法
を
退
治
す
る
、
こ

こ
に
折
伏
の
意
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

題
目
五
字
の
弘
通
が
下
種
結
縁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
本
尊
抄
』
や
『
法
華
取
要
抄
』『
曾
谷
抄
』『
法
華
証
明
抄
』
等
、
私
共
が

重
要
と
考
え
て
い
る
諸
遺
文
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
題
目
の
五
字
は
下
種
の
大
法
で
す
。

六
に
先
師
の
釈
。

日
朝
上
人
の
『
開
目
抄
私
見
聞
』
に
「
日
本
既
破
国
故
尤
可
行
折
伏
云
ル
御
義
ト
モ
聞
タ
リ
、
可
尋
」
と
あ
り
ま
す
。
非
常
に
消
極
的

で
す
け
ど
も
、
室
町
期
の
一
致
派
を
代
表
す
る
学
匠
と
い
わ
れ
た
日
朝
上
人
は
、
折
伏
の
よ
う
に
思
え
る
、
よ
く
考
え
て
下
さ
い
、
と
い

う
ふ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

浅
井
円
道
先
生
の
『
観
心
本
尊
抄
』
の
注
釈
書
は
、
石
川
海
典
先
生
の
摂
折
論
の
文
を
引
用
し
て
、
折
伏
と
解
釈
を
し
て
い
る
。

そ
の
後
に
挙
げ
ま
し
た
の
は
、
日
蓮
聖
人
の
紹
継
不
軽
跡
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
法
華
経
を
弘
め
る
上
で
、
不
軽
菩
薩
の

跡
を
継
承
し
て
い
く
、
す
な
わ
ち
、
不
軽
菩
薩
の
如
く
に
法
を
弘
め
て
い
く
と
い
う
立
場
を
お
と
り
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
に
述

べ
て
い
ま
す
。

１
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
弘
教
の
対
機
は
強
敵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。『
諫
暁
八
幡
抄
』
に
「
末
法
に
は
一
乗
の
強
敵
充
満
す
べ
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し
。
不
軽
菩
薩
の
利
益
此
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
強
敵
に
対
し
て
法
を
弘
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

２
は
、
逆
縁
下
種
で
す
。
常
不
軽
菩
薩
の
強
毒
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
先
程
出
ま
し
た
、『
文
句
』
の
本
未
有
善
の
強
毒
、
そ
れ
か
ら
、

『
文
句
記
』
の
「
因
謗
堕
悪
必
由
得
益
」
の
逆
縁
下
種
、『
金
剛

論
』
の
不
軽
菩
薩
の
強
毒
と
い
う
解
釈
。
日
蓮
聖
人
は
そ
れ
を
受
け

て
逆
縁
下
種
の
法
門
を
説
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
毒
鼓
の
縁
、
そ
れ
か
ら
、
地
涌
菩
薩
の
五
字
の
弘
通
は
「
因
謗
堕
悪
必
由
得
益
」
で
あ
る
と
お
述
べ
に
な
っ
て
る
『
法
華
取
要

抄
』
に
は
、「
為
二

逆
縁
一

但
限
二

妙
法
蓮
華
経
五
字
一

耳
」
と
あ
る
。
逆
縁
に
は
題
目
五
字
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、『
曾
谷
抄
』
に
は
「
本
未

有
善
不
軽
以
レ

大
而
強

二

毒
之

一

」
と
は
、「
諸
衆
謗

二

一
乗
経

一

経
二

歴
三
五
之
塵
点

一

」
で
す
か
ら
、
一
乗
法
華
経
を
誹
謗
す
る
人
達
は
強
毒

の
対
象
に
な
り
ま
す
。「
如
二

人
倒

レ

地
還
従

レ

地
起

一

」
と
は
、
法
華
経
誹
謗
の
人
が
か
え
っ
て
法
華
経
に
よ
っ
て
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と

で
、
こ
れ
は
『
法
華
証
明
抄
』
の
文
で
す
。
逆
縁
下
種
の
対
機
は
法
華
経
誹
謗
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
、
こ
の
逆
縁

下
種
に
人
々
を
成
仏
せ
し
め
る
道
を
見
い
だ
し
て
い
か
れ
た
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

３
が
紹
継
不
軽
跡
で
す
。
常
不
軽
菩
薩
の
値
難
と
、
自
身
の
値
難
。
そ
の
他
、
捨
身
の
弘
教
者
と
し
て
の
先
例
と
し
て
の
常
不
軽
菩
薩

と
共
に
、
覚
徳
比
丘
・
有
徳
王
、
雪
山
童
子
・
師
子
尊
者
な
ど
を
あ
げ
て
、
自
身
の
値
難
に
比
す
文
章
が
非
常
に
多
い
。

先
程
か
ら
言
っ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
折
伏
的
な
弘
教
で
あ
る
か
ら
、
難
に
遭
い
、
身
命
に
及
ぶ
の
で
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
二
十
四
字
の
弘
通
と
自
身
の
五
字
の
弘
通
と
を
比
較
な
さ
っ
て
い
る
。
日
蓮
聖
人
は
題
目
に
よ
る
下

種
、
不
軽
菩
薩
は
二
十
四
字
に
よ
る
下
種
で
す
。
二
十
四
字
と
い
う
の
は
、「
我
深
く
汝
等
を
敬
う
…
」、
と
い
う
文
を
指
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
常
不
軽
菩
薩
の
跡
を
紹
継
す
る
と
い
う
文
、
常
不
軽
菩
薩
の
弘
通
と
上
行
菩
薩
の
五
字
の
弘
通
の
対
比
、
法
華
経
の
修
行

と
常
不
軽
菩
薩
の
振
る
舞
い
、
と
い
う
こ
と
を
、
諸
遺
文
で
お
示
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
先
程
、
本
日
の
冒
頭
に
申
し
上
げ
た
、
涅
槃
経
の
転
重
軽
受
が
こ
こ
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
４
宿
罪
の
消
滅
で
す
。
涅
槃
経

の
転
重
軽
受
法
門
と
常
不
軽
菩
薩
の
「
其
罪
畢
已
」、
す
な
わ
ち
、
其
の
罪
を
お
え
お
わ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
す
。
常
不
軽
菩
薩
は
現
世
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の
値
難
に
よ
っ
て
宿
罪
を
消
滅
し
、
利
益
を
得
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
日
蓮
聖
人
は
不
軽
菩
薩
の
跡
を
偲
ん
で
、
強
毒
、
す
な
わ
ち
逆
縁
下
種
の
弘
教
を
な

さ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

５
は
小
結
で
す
。
題
目
五
字
の
逆
縁
下
種
は
、
常
不
軽
菩
薩
の
弘
教
を
紹
継
し
た
も
の
で
あ
る
。

常
不
軽
菩
薩
の
弘
教
は
、
強
敵
に
対
し
て
、
逆
化
、
強
毒
、
下
種
結
縁
を
し
て
、
難
を
被
む
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
法
華
経
を
真
に
弘

め
る
行
者
と
し
て
の
証
を
得
た
わ
け
で
す
。

そ
し
て
ま
た
、
難
に
遭
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
罪
を
滅
し
た
。
自
ら
の
罪
と
い
う
の
は
、
過
去
世
に
法
華
経
の
行
者
を
誹
謗
し
た
で

あ
ろ
う
と
い
う
罪
で
す
。
そ
の
罪
を
、
今
世
に
お
い
て
法
華
経
を
弘
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
お
考
え
に
な
っ
た

わ
け
で
す
。
こ
れ
が
転
重
軽
受
、
重
き
を
転
じ
軽
く
受
け
る
と
い
う
法
門
で
す
。

日
蓮
聖
人
の
弘
教
は
謗
法
者
に
対
す
る
下
種
結
縁
で
す
。
下
種
結
縁
の
大
法
は
題
目
の
五
字
で
す
。
謗
法
者
、
す
な
わ
ち
強
敵
に
よ
る

難
、
こ
れ
は
勧
持
品
の
色
読
で
あ
り
、
値
難
は
正
当
な
行
者
の
証
で
す
。
値
難
に
よ
っ
て
滅
罪
し
て
い
き
ま
す
。
転
重
軽
受
で
す
。

常
不
軽
菩
薩
の
弘
教
と
日
蓮
聖
人
の
弘
教
の
同
時
性
。
そ
こ
に
『
寺
泊
御
書
』
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
が
、「
過
去
の
不
軽
品
は
今
の
勧

持
品
、
今
の
勧
持
品
は
過
去
の
不
軽
品
、
今
の
勧
持
品
は
未
来
不
軽
品
た
る
べ
し
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
不
軽
品
と
勧
持
品
と
の
対
比
、

こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
と
、
過
去
の
不
軽
品
と
は
常
不
軽
菩
薩
の
弘
教
、
今
の
勧
持
品
と
は
日
蓮
聖
人
の
弘
教
で
す
。
す
な
わ

ち
、
日
蓮
聖
人
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
勧
持
品
二
十
行
の
偈
を
色
読
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
勧
持
品
は
日
蓮
聖
人
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
れ
が
不
軽
品
と
勧
持
品
と
の
同
時
性
で
す
。

日
蓮
聖
人
の
紹
継
不
軽
跡
の
自
覚
が
『
寺
泊
御
書
』
や
『
聖
人
知
三
世
事
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

八
に
挙
げ
て
お
り
ま
す
の
は
日
蓮
聖
人
の
弘
教
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
こ
の
よ
う
に
難
に
遭
い
な
が
ら
、
法
を
弘
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

を
繰
り
返
し
そ
こ
に
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
省
略
し
て
七
頁
に
入
り
ま
す
。
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九
は
結
び
で
す
。
以
上
述
べ
て
き
た
事
柄
を
集
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
、
と
い
う
ま
と
め
で
す
。

法
華
経
の
弘
通
と
摂
折
で
す
。
ま
ず
、
大
き
く
、
正
法
・
像
法
時
と
、
末
法
時
と
に
分
け
て
い
ま
す
。
正
法
・
像
法
時
は
摂
受
、
要
す

る
に
摂
受
為
本
で
あ
る
と
。
末
法
時
は
折
伏
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
そ
の
中
に
も
摂
受
は
あ
り
ま
す
。
摂
受
為
本
、
折
伏
為
本
と
い
う
の

は
、
摂
受
を
本
と
す
る
、
折
伏
を
本
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
折
伏
の
み
を
す
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
用
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

末
法
時
を
教
、
機
、
時
、
国
、
師
に
分
け
て
図
示
し
て
い
ま
す
。
教
は
題
目
五
字
七
字
。
こ
れ
は
、
先
程
か
ら
出
て
お
り
ま
す
よ
う

に
、
題
目
を
も
っ
て
下
種
と
な
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
下
種
は
、
強
毒
の
下
種
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
折
伏
為
本
に
な
り
ま

す
。
題
目
信
仰
に
素
直
に
入
る
人
、
日
蓮
聖
人
の
門
下
、
檀
越
、
こ
れ
は
、
順
縁
で
す
か
ら
摂
受
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
反
発
す
る
人

達
、
こ
れ
は
逆
縁
な
の
で
折
伏
に
な
り
ま
す
。

機
は
、
無
智
悪
人
充
満
の
時
は
摂
受
を
前
と
す
、
邪
智
謗
法
者
充
満
の
時
は
折
伏
を
前
と
す
。
こ
れ
は
『
開
目
抄
』
の
文
で
す
。
摂
受

を
前
と
す
る
の
は
摂
受
為
本
。
た
だ
こ
の
摂
受
は
、
単
な
る
摂
受
で
は
な
く
て
、
末
法
時
は
折
伏
為
本
で
す
か
ら
、
折
伏
の
中
の
摂
受
で

あ
る
、
と
い
う
意
味
で
す
。
折
伏
と
摂
受
が
折
り
重
な
っ
て
い
く
。
末
法
は
折
伏
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
折
伏
に
も
、
折
伏
の
折
伏
と

折
伏
の
摂
受
が
あ
り
ま
す
。
何
故
そ
う
な
る
か
と
い
う
と
こ
れ
は
比
較
対
照
の
問
題
だ
か
ら
で
す
。
邪
智
謗
法
者
充
満
の
時
は
折
伏
を
前

と
す
、
折
伏
為
本
で
す
。
そ
こ
に
ま
た
、
順
縁
と
逆
縁
が
あ
り
ま
す
。

時
は
、
濁
悪
世
、
謗
法
の
世
で
す
か
ら
、
折
伏
為
本
に
な
り
ま
す
。

国
は
、
謗
法
の
国
で
す
か
ら
こ
れ
も
折
伏
為
本
。

師
は
、
本
化
地
涌
の
菩
薩
で
す
。
地
涌
の
菩
薩
は
、
題
目
の
受
持
弘
通
で
す
。
題
目
の
受
持
弘
通
の
下
種
結
縁
は
折
伏
為
本
で
す
。
そ

の
折
伏
の
中
に
も
、『
観
心
本
尊
抄
』
で
す
。
次
は
、
賢
王
は
、
愚
王
を
誡
責
す
る
。
誡
責
す
る
と
い
う
意
味
に
、
日
蓮
聖
人
は
涅
槃
経

の
有
徳
王
・
覚
徳
比
丘
の
文
を
認
識
な
さ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
執
持
刀
杖
で
す
。
こ
れ
は
折
伏
の
折
伏
で
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す
。
刀
杖
を
持
し
て
で
も
正
法
を
護
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
か
ら
僧
は
正
法
を
弘
持
す
る
。
僧
は
捨
身
忍
難

で
す
。
身
を
捨
て
て
法
を
弘
め
る
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
、
賢
王
の
誡
責
に
比
較
す
れ
ば
摂
受
で
す
。
そ
こ
で
、
賢
王
は
折
伏
の
折
伏
、

僧
は
折
伏
の
摂
受
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
そ
の
表
で
ご
ざ
い
ま
す
。

以
上
に
つ
き
ま
し
て
は
、
先
程
も
申
し
上
げ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
平
成
十
三
年
の
、
東
京
西
部
で
の
お
話
の
資
料
に
一
部
追
加
し
た
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
降
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
回
新
し
く
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
、
用
意
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
の
所
で
は
、
そ
れ
で
は
日
蓮
聖
人
の
直
弟
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

直
弟
お
二
人
の
、
日
蓮
聖
人
の
法
門
の
聞
き
書
き
、
ノ
ー
ト
が
、
現
在
、
残
っ
て
い
ま
す
。
一
人
は
、
日
向
上
人
、
一
人
は
日
法
上
人

で
す
。

ま
ず
、
１
の
日
向
上
人
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
直
弟
で
あ
り
、
六
老
僧
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
日
向
上
人
が
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
見
聞

し
た
内
容
を
記
述
し
た
も
の
と
さ
れ
る
『
金
綱
集
』
に
、「
折
伏
門
は
、
世
間
の
武
に
あ
た
れ
り
、
不
軽
品
の
意
な
り
、
對
治
破
悪
是
れ

也
、」
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
折
伏
は
、
武
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
不
軽
品
の
意
を
示
し
て
い
て
、
對
治
破
悪
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に

理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
当
世
は
「
前
代
未
聞
ノ
大
謗
法
」
の
人
々
が
多
く
い
る
時
代
で
あ
る
か
ら
、
不
軽
品
の

意
を
帯
し
て
、「
法
敵
謗
法
」
を
責
め
る
べ
き
時
で
あ
る
、
と
し
て
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
法
門
を
、
直
接
聞
い
た
直
弟
子
の
日
向
上
人

は
、「
当
世
は
不
軽
品
の
意
を
帯
し
て
、
折
伏
す
べ
き
時
で
あ
る
」
と
、
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

『
金
綱
集
』
の
資
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
、
身
延
三
世
日
進
、
四
世
日
善
、
中
山
三
世
日
祐
等
の
写
本
が
あ
り
ま
す
。
右
引
用
箇
所

は
、
資
料
を
挙
げ
て
あ
り
ま
す
の
で
ご
覧
頂
け
れ
ば
よ
い
の
で
す
が
、『
金
綱
集
』
第
十
巻
下
の
部
分
で
、
日
善
と
日
肝
の
写
本
が
現
存

し
て
い
ま
す
。『
宗
学
全
書
』
は
こ
の
両
本
に
よ
っ
て
活
字
に
し
て
い
ま
す
。
日
善
本
は
、
嘉
暦
四
年
、
西
暦
一
三
二
九
年
二
月
五
日
の

書
写
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
書
写
本
は
身
延
山
久
遠
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
一
三
二
九
年
と
い
う
の
は
、
日
蓮
聖
人
滅
後
、
四
十
七

年
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
向
上
人
の
書
か
れ
た
直
筆
は
残
っ
て
い
な
く
て
も
、
祖
滅
四
十
七
年
と
い
う
年
代
を
考
え
て
、
こ
の
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『
金
綱
集
』
の
文
章
の
信
頼
性
は
高
い
と
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

資
料
は
後
の
方
に
添
付
し
て
ご
ざ
い
ま
す
。
十
頁
目
の
資
料
を
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。『
宗
学
全
書
』
の
第
十
四
巻
の
部
分
を
、
そ

こ
に
添
付
し
て
あ
り
ま
す
。
中
頃
の
所
に
線
を
引
い
て
お
き
ま
し
た
が
、「
折
伏
門
と
は
」
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
ね
、
そ
こ
に
、
今
申

し
上
げ
た
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
折
伏
と
は
不
軽
品
の
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
對
治
破
悪
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
と
い
う
理
解
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
こ
の
文
章
に
は
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
世
の
中
が
治
ま
っ
た
時
代
に
は
文
を
前
と
す
る
、
こ
れ
は
摂
受
で
あ
る
と
。
そ

れ
か
ら
、
世
が
乱
れ
て
い
る
時
は
武
を
前
と
す
る
。
こ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
折
伏
を
前
と
す
る
時
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、
今
の
時
は
、
日

本
国
、
摂
受
か
折
伏
か
、
よ
く
よ
く
思
案
有
る
べ
き
な
り
、
と
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
、
今
の
日
本
国
は
、
前
代
未
聞
の
大
謗
法
の
人
達
が

充
満
す
る
時
で
あ
る
か
ら
、
不
惜
身
命
の
思
い
を
な
し
て
、
法
敵
、
謗
法
を
責
め
ん
、
折
伏
を
前
と
す
、
と
い
う
解
釈
に
な
っ
て
い
ま

す
。こ

れ
に
よ
り
ま
す
と
、
日
向
上
人
は
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
折
伏
、
不
軽
品
、
對
治
破
悪
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

十
一
頁
に
は
、
日
向
上
人
の
解
説
を
し
て
い
る
『
日
蓮
宗
事
典
』
の
文
章
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
、
中
の
段
に
、
日
向
上
人
の
「
著

書
に
、『
金
綱
集
』
が
あ
る
。
こ
の
書
は
日
向
が
日
蓮
聖
人
よ
り
聴
聞
し
、
ま
た
自
身
の
見
聞
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
諸
宗
破
立
の
大

綱
を
記
述
し
、
広
く
経
論
疏
釈
の
金
言
を
援
引
し
て
、
こ
れ
を
華
厳
宗
見
聞
・
小
乗
三
宗
見
聞
等
と
名
づ
け
、
総
括
し
て
『
金
綱
集
』
と

題
し
た
も
の
で
、
古
来
よ
り
身
延
門
流
の
秘
書
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
」
云
々
と
あ
り
ま
す
。

そ
の
下
の
段
は
、『
金
綱
集
』
に
つ
い
て
の
『
日
蓮
宗
事
典
』
の
解
説
で
ご
ざ
い
ま
す
。「
佐
渡
阿
闍
梨
日
向
が
日
蓮
聖
人
よ
り
聴
聞
し

た
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
、
諸
宗
の
大
綱
を
記
述
し
た
著
書
。
十
巻
よ
り
成
り
『
日
蓮
宗
宗
学
全
書
』
十
三
巻
か
ら
十
四
巻
に
収
録
さ
れ
て

い
る
。
日
向
が
自
ら
の
見
聞
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
の
著
書
か
ら
引
用
し
、
天
台
関
係
の
書
物
か
ら
も
引
用
し
て
、
諸
宗
破
立

の
素
材
を
列
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
蓮
聖
人
直
弟
の
著
作
と
し
て
最
も
大
部
の
も
の
で
あ
る
」
と
、
こ
う
い
う
説
明
に
な
っ
て
い
ま
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す
。『
金
綱
集
』
は
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
日
向
上
人
が
聞
い
て
、
そ
れ
を
ノ
ー
ト
に
と
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。

次
に
ま
た
、
資
料
の
七
頁
に
戻
っ
て
頂
き
ま
し
て
、
同
じ
く
日
蓮
聖
人
の
直
弟
の
日
法
上
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
直
弟
で
あ

る
日
法
上
人
、
こ
れ
は
中
老
僧
の
う
ち
の
一
人
で
す
が
、
日
蓮
聖
人
の
講
義
を
記
録
し
た
も
の
と
さ
れ
る
「
聖
人
御
法
門
聴
聞
分
連
々
集

之
」（
連
々
御
聞
書
）
に
、「
末
法
は
是
れ
折
伏
之
時
也
」
と
あ
り
ま
す
。
日
蓮
聖
人
の
法
門
を
直
接
聞
い
た
直
弟
子
の
日
法
上
人
は
、

「
末
法
の
世
に
お
い
て
は
折
伏
で
あ
る
」
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
正
本
が
岡
宮
の
光
長
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
法
上
人
は
、
一
二
五
八
年
か
ら
一
三
四
一
年
の
方
で
す
。
日
蓮
聖
人
が
ご
入
滅
の
時
、
日
法
上
人
は
二
十
五
歳
で
し
た
。

資
料
の
十
二
、
十
三
頁
を
見
て
下
さ
い
。
十
二
頁
は
『
宗
学
全
書
』
の
第
一
巻
で
ご
ざ
い
ま
す
。『
宗
学
全
書
』
の
一
一
一
頁
で
す
が
、

六
行
目
に
「
末
法
ハ
是
れ
折
伏
之
時
也
」
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
明
ら
か
に
末
法
は
折
伏
だ
と
、
日
法
上
人
は
理
解
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
問
答
に
は
、
常
不
軽
品
の
解
説
も
あ
り
ま
す
。
一
一
〇
頁
の
後
か
ら
二
行
目
は
「
問
う
、
大
経
に
云
々
」
と
あ
っ
て
、
大
経
で
は
、

破
戒
の
者
は
魔
の
眷
属
、
戒
を
持
つ
者
は
無
間
に
落
ち
る
と
書
い
て
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
、
と
い
う
よ
う
な
質
問
が
あ
り

ま
す
。
普
通
な
ら
戒
を
持
つ
と
功
徳
が
あ
る
と
い
う
の
に
、
戒
を
持
つ
者
が
無
間
に
落
ち
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
の

で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
有
徳
・
覚
徳
の
例
を
挙
げ
て
、
執
持
刀
杖
、
正
法
護
持
そ
れ
こ
そ
が
ま
さ
し
く
持
戒
で
あ
る
と
、
要
す
る
に
執

持
刀
杖
正
法
護
持
が
持
戒
で
あ
る
、
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
行
為
が
折
伏
で
あ
る
と
い
う
説
明
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
法
上
人
は
そ
の
説

明
の
中
で
、
末
法
は
是
れ
折
伏
の
時
也
と
、
明
確
に
述
べ
て
い
ま
す
。

十
三
頁
の
資
料
は
日
法
上
人
に
つ
い
て
の
ご
紹
介
で
ご
ざ
い
ま
す
。
同
じ
く
『
日
蓮
宗
事
典
』
で
す
。
上
の
段
は
日
法
上
人
に
つ
い

て
、「
日
法
は
常
に
聖
人
の
そ
ば
近
く
あ
っ
て
、
特
に
『
連
々
御
聞
書
』（
日
法
筆
、
聖
人
の
講
義
ノ
ー
ト
）
に
見
ら
れ
る
如
く
身
延
で
は

直
接
聖
人
に
教
え
ら
れ
、
修
行
と
学
習
に
励
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。

下
の
方
は
、
聖
人
之
御
法
門
聴
聞
分
集
の
解
説
で
す
。「
日
法
が
身
延
で
日
蓮
聖
人
の
講
義
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
」。「
原
本
は
、
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駿
州
岡
宮
光
長
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
」。「
本
書
は
、
聖
人
の
そ
の
講
述
を
日
法
が
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
日
法

が
聴
聞
記
と
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
法
の
領
解
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、『
金
綱
集
』
も
そ
う
な
の
で
す
け
ど
も
、
お
弟
子
が
聞
い
て
、
そ
れ
を
お
弟
子
の
理
解
で
ノ
ー
ト
に
と
っ
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
文
章
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
説
を
加
え

て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
私
は
今
で
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
お
弟
子
さ
ん
の
お
書
き
に

な
っ
た
も
の
の
多
く
は
権
実
論
が
多
い
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
法
華
経
こ
そ
優
れ
て
い
て
、
他
宗
の
教
え
は
こ
う
で
あ
る
、
要
す
る
に
他

宗
と
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
比
較
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
権
実
の
論
が
多
い
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
そ
の
先
の
本
門
仏
教
の
立
場
に
立

た
れ
た
の
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
本
化
教
学
と
い
う
も
の
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
お
弟
子
方
が
言
わ
な
い
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が

あ
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
他
宗
に
対
す
る
法
門
ば
か
り
を
、『
金
綱
集
』
に
し
て
も
、
日
法
上
人
の
聞
き
書
き
に
し

て
も
書
い
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
。
日
蓮
聖
人
の
本
化
教
学
の
本
筋
を
何
故
、
お
弟
子
さ
ん
達
は
お
書
き
に
な
ら
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
で
、
お
弟
子
の
領
解
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

七
頁
に
戻
っ
て
頂
き
ま
し
て
、
今
成
先
生
の
お
考
え
に
つ
い
て
の
私
の
見
解
を
そ
こ
に
申
し
述
べ
て
い
ま
す
。
今
成
先
生
が
あ
ち
こ
ち

で
ご
講
演
な
さ
り
、
そ
れ
か
ら
文
章
も
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
け
ど
も
、
そ
れ
ら
全
部
を
網
羅
す
る
と
大
変
な
ん
で
す
が
、
と
り

あ
え
ず
、
第
三
十
六
回
の
中
央
教
研
の
講
義
の
会
議
資
料
と
か
、
仏
教
タ
イ
ム
ス
の
記
事
な
ど
を
見
ま
し
て
、
今
成
先
生
が
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
仰
っ
て
い
る
の
か
を
冊
子
か
ら
拾
い
上
げ
た
の
で
す
。
私
が
、
い
く
つ
か
に
ま
と
め
て
コ
メ
ン
ト
を
し
た
の
が
、
次
の
所
で
ご
ざ

い
ま
す
。

ま
ず
１
『
開
目
抄
』
の
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
は
日
存
本
に
は
な
い
、
２
『
開
目
抄
』
の
「
常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
は
平
賀
本
に
は
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な
い
、
３
『
開
目
抄
』
の
日
乾
本
に
は
「
御
本
ニ
無
」
と
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
先
程
申
し
ま
し
た
。
資
料
の
四
を
参
照
し
て
下
さ
い
。
更
に
、
検
討
が
必
要
で
す
。

４
信
頼
さ
れ
る
ご
遺
文
中
、「
常
不
軽
品
」
と
い
う
表
現
は
『
開
目
抄
』
の
こ
の
部
分
の
み
で
あ
る
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
文
章
と
し
て

は
疑
わ
し
い
。

こ
れ
も
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
け
ど
も
、
一
回
し
か
用
例
が
な
い
か
ら
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
理
由
が
そ
こ
に
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。

５
に
、『
日
蓮
宗
事
典
』
に
、「
宗
門
の
体
勢
は
摂
受
に
帰
し
た
」
と
あ
る
の
で
日
蓮
宗
は
摂
受
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
摂
受
と
折
伏
を
対
比
し
た
摂
受
で
は
な
く
て
、
折
伏
に
お
け
る
摂
受
の
傾
向
の
意
で
す
。

６
に
『
宗
義
大
綱
読
本
』
に
、「
専
ら
折
伏
主
義
に
立
た
れ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
歴
史
上
に
摂
折
論
が
起
こ
る
は
ず
が
な

い
。こ

れ
は
、
単
に
、
摂
受
と
折
伏
に
視
点
を
置
い
て
論
争
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
折
伏
の
摂
受
と
、
折
伏
の
折
伏
の
視
点
に
お
い
て

論
争
し
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
専
ら
折
伏
主
義
に
立
た
れ
た
と
い
う
こ
と
は
前
提
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
教
団
史
上
で
は
、
折
伏

の
中
に
お
け
る
摂
受
折
伏
の
論
争
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
も
、
時
に
よ
る
と
、
仰
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

折
伏
の
下
種
と
い
う
も
の
を
視
点
と
し
な
が
ら
、
そ
の
中
に
摂
受
折
伏
を
織
り
交
ぜ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
は
弟
子
檀
越
の
教
化
を
見
て
も

分
か
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

７
、
弁
護
士
長
谷
川
先
生
の
意
見
の
引
用
。
現
代
社
会
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
、
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
代
社
会
か
ら
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
考
え
て
お
ら
れ
る
。
現
代
社
会
が
こ
う
だ
か
ら
日
蓮
聖
人
の
教
え
は
こ
う
あ

る
べ
き
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
視
点
に
し
て
現
代
社
会
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
日
蓮

聖
人
は
ど
う
考
え
て
お
ら
れ
た
か
、
そ
の
視
点
か
ら
、
私
達
は
、
現
代
社
会
を
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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８
『
宗
義
大
綱
読
本
』
の
見
直
し
も
含
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
勧
学
院
で
は
、
と
い
う
話
で
す
ね
。
摂
受
と
折
伏
の
記
述
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
も
含
め
て
検
討
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な

く
て
、『
宗
義
大
綱
読
本
』
の
内
容
全
体
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
も
含
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
私
は
理
解
し
て
い
ま

す
。
摂
折
に
つ
い
て
の
個
別
の
問
題
で
は
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
過
去
に
で
き
た
も
の
を
、
も
う
一
度
、
時
間
が

経
っ
た
の
で
見
直
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
摂
折
の
解
説
に
問
題
が
あ
る
か
ら
見
直
し
ま
し
ょ
う
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。

９
、
石
川
教
張
先
生
の
発
言
の
、「
折
伏
を
と
お
し
て
摂
受
に
い
た
る
」
は
究
極
的
に
は
摂
受
で
あ
る
。

こ
れ
は
、「
折
伏
を
と
お
し
て
」
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
折
伏
を
と
お
し
て
、
相
手
に
摂
受
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は

明
ら
か
で
す
。
今
度
、
身
延
山
久
遠
寺
か
ら
、『
日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
』
の
教
学
篇
が
各
御
寺
院
に
届
け
ら
れ
ま
し
た
。
摂
折
の
項
目
は

石
川
教
張
先
生
の
文
章
で
す
。
石
川
教
張
先
生
は
そ
の
文
章
の
中
で
、
明
確
に
日
蓮
聖
人
は
折
伏
で
あ
る
と
、
何
回
も
何
回
も
繰
り
返
し

断
定
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
石
川
先
生
の
意
を
受
け
れ
ば
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

、
田
村
芳
朗
先
生
の
文
章
、「
日
蓮
が
排
他
的
…
」
を
あ
げ
て
、
マ
イ
ナ
ス
の
日
蓮
像
を
、
日
蓮
教
団
が
作
り
上
げ
て
い
っ
た
。

日
蓮
教
団
が
意
図
的
に
マ
イ
ナ
ス
の
日
蓮
聖
人
像
を
作
り
上
げ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
の
歴
史
展
開
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
悲
惨
な
戦
い
、
戦
争
で
す
ね
、
そ
う
い
う
な
か
で
日
蓮
宗
の
教
義
が
政
略
的
に
使
わ
れ
た
。

、
望
月
海
淑
先
生
の
発
言
の
、「
日
蓮
聖
人
の
本
懐
は
折
伏
で
は
な
く
、
摂
受
と
の
論
文
が
発
表
さ
れ
た
の
は
法
華
経
の
精
神
に
立

ち
返
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
の
引
用
。

何
故
、
摂
受
が
法
華
経
の
精
神
な
の
か
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
発
言
者
は
望
月
先
生
で
す
が
、
望
月
先
生
の
理
解
す
る
法
華
経
の
精

神
に
立
ち
返
る
の
で
は
な
く
て
、
日
蓮
聖
人
に
よ
る
法
華
経
の
精
神
に
立
ち
返
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
望
月
先
生
が
ど
う
考
え
る
で

は
な
く
て
、
日
蓮
聖
人
は
ど
う
考
え
ら
れ
た
の
か
と
い
う
視
点
に
立
つ
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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、
涅
槃
経
な
ど
で
説
い
て
い
る
折
伏
は
兵
杖
で
あ
り
暴
力
で
あ
る
。

暴
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
護
法
の
重
要
性
、
法
を
護
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
摂
受
・
折
伏
と
も
に
慈
悲

の
実
践
で
す
。
暴
力
の
た
め
の
暴
力
を
説
く
よ
う
な
経
典
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
何
に
法
を
護
り
法
を
弘
め
る
か
と
い
う
こ
と
を
経
典
は
説

い
て
い
ま
す
。

『
法
華
文
句
』
に
「
法
華
経
は
偏
に
摂
受
を
明
か
す
」
と
あ
る
。

先
程
の
二
を
参
照
頂
け
れ
ば
分
か
る
の
で
す
が
、
法
華
経
と
涅
槃
経
を
比
較
す
る
と
、
弘
教
の
姿
勢
に
お
い
て
は
、
法
華
経
は
摂
受
、

涅
槃
経
は
折
伏
と
な
り
ま
す
。

、『
法
華
文
句
』
に
、
法
華
経
は
「
折
伏
な
き
に
あ
ら
ず
」
と
言
い
、
二
重
否
定
で
あ
る
。

こ
れ
も
二
を
参
照
。
法
華
経
と
涅
槃
経
を
比
較
す
る
と
、
法
華
経
の
折
伏
は
涅
槃
経
よ
り
も
比
重
が
軽
い
も
の
と
な
る
。
涅
槃
経
は
執

持
刀
杖
、
断
命
根
で
す
か
ら
重
い
の
で
す
。
そ
れ
に
比
較
し
て
、
法
華
経
は
、
但
行
礼
拝
や
勧
持
品
の
二
十
行
の
偈
の
忍
難
弘
経
で
す
か

ら
軽
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

、
茂
田
井
先
生
の
文
章
に
、「
勧
持
品
は
折
伏
、
不
軽
品
は
摂
受
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、『
開
目
抄
講
讃
』
の
六
五
二
頁
の
文
章
で
す
。
摂
受
と
折
伏
は
比
較
論
で
あ
る
か
ら
、
勧
持
品
と
不
軽
品
と
を
比
較
す
る

と
、
忍
難
弘
経
の
勧
持
品
は
折
伏
、
但
行
礼
拝
の
不
軽
品
は
摂
受
と
な
る
と
、
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
同
頁
に
、
釈
迦
の
弘
経
と
不

軽
菩
薩
の
弘
経
と
を
比
較
し
て
、「
釈
迦
の
将
護
は
摂
受
、
不
軽
菩
薩
の
弘
経
は
折
伏
」
と
あ
る
。
ま
た
、
六
五
四
頁
に
は
「
安
楽
行
品

は
摂
受
、
不
軽
品
は
折
伏
」、
六
五
七
頁
に
は
、「
聖
人
が
折
伏
を
中
心
に
な
さ
れ
た
事
に
つ
い
て
は
」
云
々
と
あ
る
。「
下
種
と
い
う
問

題
を
考
え
ま
す
時
に
は
、
ど
う
し
て
も
折
伏
と
い
う
事
が
表
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
。

、
茂
田
井
先
生
の
宗
義
大
綱
解
説
に
、「
如
来
の
第
一
義
諦
に
帰
着
せ
し
め
る
に
は
摂
受
の
化
よ
り
外
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
前
に
、
摂
受
と
折
伏
は
「
化
用
の
異
な
り
」
だ
と
、「
弘
教
の
第
一
義
か
ら
は
別
々
の
も
の
で
は
な
く
」、
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「
と
も
に
大
慈
悲
心
か
ら
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
り
、「
大
慈
悲
心
の
折
伏
で
あ
っ
て
、
始
め
て
心
服
随
従
せ
し
め
る
こ
と
が

で
き
る
」
の
続
き
の
文
で
あ
り
ま
す
。
よ
っ
て
、
折
伏
に
よ
っ
て
如
来
の
第
一
義
に
帰
着
せ
し
め
る
こ
と
を
い
い
、
相
手
の
納
得
を
「
摂

受
の
化
」
と
表
現
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

、
茂
田
井
先
生
の
「
宗
義
大
綱
解
説
」
に
「
折
伏
の
後
に
摂
受
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
摂
受
の
後
に
折
伏
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
」。こ

れ
は
確
か
『
現
宗
研
所
報
』
で
す
ね
。
そ
れ
で
摂
受
で
あ
る
と
。
折
伏
の
後
に
摂
受
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
、
折
伏
が
基

本
で
あ
り
、
そ
の
折
伏
の
中
に
摂
受
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、「
摂
受
の
後
に
折
伏
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と

は
、
決
し
て
、
摂
受
を
中
心
と
す
る
の
で
は
な
い
し
、
摂
受
の
中
に
折
伏
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
、

逆
転
し
て
、
今
成
先
生
は
解
説
を
な
さ
っ
て
い
る
。

、
日
乾
本
は
写
本
と
し
て
の
価
値
が
高
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
価
値
は
高
い
け
ど
も
完
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

、
不
軽
品
を
逆
化
折
伏
だ
と
言
っ
た
の
は
た
ぶ
ん
妙
楽
湛
然
。

日
蓮
聖
人
は
妙
楽
大
師
湛
然
の
書
や
教
え
を
用
い
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
釈
に
も
と
づ
い
て
不
軽
品
を
逆
化
折
伏
と
解
釈
さ
れ
た

と
思
わ
れ
ま
す
。

、
不
軽
品
が
折
伏
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

涅
槃
経
の
執
持
刀
杖
や
勧
持
品
の
忍
難
弘
経
に
対
す
れ
ば
摂
受
で
す
け
ど
も
、
安
楽
行
品
の
四
安
楽
行
に
対
す
れ
ば
、
不
軽
品
の
但
行

礼
拝
は
折
伏
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
四
安
楽
行
は
、
自
ら
の
身
の
処
し
方
で
あ
り
消
極
的
で
あ
る
、
但
行
礼
拝
は
相
手
の
意
思
を
超

え
て
、
強
い
て
弘
経
し
、
弘
経
者
の
意
思
を
貫
く
の
で
積
極
的
で
す
。
だ
か
ら
、
安
楽
行
品
と
不
軽
品
を
対
比
す
れ
ば
、
安
楽
行
品
は
摂

受
、
不
軽
品
は
折
伏
と
な
り
ま
す
。
何
と
比
較
す
る
か
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
ま
す
。
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、
本
宗
の
基
本
路
線
は
摂
受
で
あ
る
の
で
、
世
界
の
平
和
に
向
け
て
、
他
宗
の
人
々
も
手
を
取
り
合
っ
て
法
華
経
の
心
を
実
践
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
。

本
宗
の
基
本
路
線
は
摂
受
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
世
界
の
平
和
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
の
か
。
立
正
安
国
以
外
に
世
界
の
平

和
は
あ
り
ま
せ
ん
。
立
正
に
よ
る
と
こ
ろ
の
安
国
は
、
題
目
信
心
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
で
す
。
他
宗
の
人
々
と
ど
う
手
を
取
り
合
う

か
。
そ
れ
は
、
題
目
信
心
の
中
に
こ
そ
真
の
対
話
と
理
解
と
和
融
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
自
分
の
信
念
を
持
た
な
い
人
達
が
集

ま
っ
て
、
手
を
握
り
合
っ
て
何
の
意
味
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
信
仰
の
主
体
性
を
確
立
し
て
、
互
い
に
そ
の
信
仰
の
中
で
緊
張

関
係
を
も
ち
な
が
ら
切
磋
琢
磨
す
る
。
そ
の
中
に
初
め
て
真
の
平
和
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

日
蓮
聖
人
の
教
え
の
真
意
に
立
脚
し
て
、
私
達
は
そ
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
成
先
生
の
ご
主
張
の
全
て
で
は
な
い
で
す
が
、
主
な
も
の
を
拾
い
上
げ
て
、
私
の
所
感
を
述
べ
た
も
の
で
す
。

次
に
、
実
際
に
布
教
の
現
場
に
お
い
て
、
摂
受
と
折
伏
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
以
下
の
こ
と
を

付
け
加
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ま
ず
基
本
は
、
摂
折
と
い
う
こ
と
は
、
先
程
か
ら
出
て
ま
い
り
ま
し
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
慈
悲
の
実
践
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す

か
ら
、
常
に
、
法
を
説
く
主
体
と
、
そ
れ
か
ら
布
教
を
さ
れ
る
相
手
の
方
で
す
ね
、
そ
れ
が
共
に
一
つ
、
同
等
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
認
識
の
な
か
で
、
法
を
説
い
て
い
く
。
共
に
、
仏
の
御
子
、
仏
の
子
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
法

を
弘
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
法
を
弘
め
る
の
は
、
弘
め
る
人
が
弘
め
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
背
景
に
は
、
常
に
釈
尊
が
お
ら
れ
て
、
そ
の
釈
尊
の
教

え
を
担
っ
て
、
弘
教
者
は
法
を
人
々
に
弘
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
そ
れ
が
、
慈
悲
の
実
践
で
す
。

今
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
捨
身
の
信
と
い
う
、
身
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
ご
ざ
い
ま
す
。
忍
難
弘
教
は
捨
身
の
信
に
支
え
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ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
要
す
る
に
自
身
を
仏
に
捧
げ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
、
視
点
に
立
っ
て
日
蓮
聖
人
は
法
を
弘
め
て
い
か

れ
た
。
信
を
も
っ
て
仏
様
に
身
を
捧
げ
て
い
く
こ
と
は
、
完
全
に
自
身
を
捨
て
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
折
伏
の
本
意
が
あ
る
。
そ
の

中
に
お
い
て
、
如
何
に
、
ど
の
よ
う
な
弘
教
の
手
段
を
取
る
か
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
時
、
そ
の
場
所
、
相
手
の
考
え
や
、

そ
れ
か
ら
そ
の
時
の
状
況
と
い
う
も
の
が
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

法
華
経
の
信
心
と
は
、
法
華
経
に
要
請
さ
れ
た
、
法
華
経
の
命
ず
る
所
の
信
心
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら

を
省
み
る
の
で
す
。
常
に
、
我
が
身
を
反
省
す
る
。
我
が
身
を
省
み
て
、
仏
様
に
聞
く
、
お
尋
ね
す
る
。
仏
様
の
教
え
を
頂
こ
う
と
努
力

す
る
。

摂
受
折
伏
の
実
践
は
本
化
菩
薩
道
の
実
践
で
す
。
法
師
品
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
如
来
の
命
を
受
け
て
如
来
の
事
を
行
ず
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
私
共
が
、
行
う
べ
き
こ
と
は
、
仏
様
の
命
に
お
い
て
、
仏
様
の
行
う
べ
き
こ
と
を
、
仏
様
の
お
力
に
よ
っ
て
や
ら
せ
て
頂
く

と
い
う
、
そ
れ
が
本
化
菩
薩
道
の
実
践
で
す
。

そ
の
こ
と
を
、
法
華
経
の
虚
空
会
に
お
い
て
誓
っ
た
の
が
、
地
涌
菩
薩
で
す
。
地
涌
の
眷
属
、
地
涌
の
教
団
と
銘
ず
る
日
蓮
聖
人
の
門

下
は
、
ま
さ
し
く
仏
様
と
約
束
し
た
菩
薩
で
あ
り
、
そ
の
使
命
を
常
に
担
っ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

題
目
五
字
の
弘
通
が
、
す
な
わ
ち
下
種
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
題
目
を
弘
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
仏
様
の
仏
種
を
人
々
に
取
り
次

い
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

次
に
、
具
体
的
な
、
教
化
活
動
の
場
面
で
す
け
ど
も
、
例
え
ば
、
日
蓮
宗
の
信
徒
教
化
の
場
合
、
こ
れ
は
、
如
何
に
信
心
を
深
め
る

か
、
信
心
を
深
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
主
眼
と
な
り
ま
す
。

他
宗
信
徒
の
教
化
の
場
合
に
は
、
そ
こ
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
批
判
的
な
も
の
が
返
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
強
い

信
念
を
も
っ
て
法
を
弘
め
て
い
く
、
そ
れ
が
い
う
と
こ
ろ
の
但
行
礼
拝
で
す
。
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
相
手
を
受
け
入
れ
な
が
ら
、
そ

し
て
な
お
か
つ
自
分
の
信
念
を
貫
い
て
い
く
。
強
い
て
、
法
を
弘
め
る
の
で
す
。
強
毒
と
い
う
姿
勢
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
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他
宗
と
の
交
流
、
或
い
は
社
会
と
の
交
流
、
こ
れ
は
、
時
に
応
じ
て
、
折
伏
の
視
点
の
中
に
摂
受
を
取
り
込
み
、
法
を
弘
め
て
い
く
こ

と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
他
宗
の
人
達
と
の
会
合
で
あ
る
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
お
付
き
合
い
が
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
中
に
お
い
て
も
、

常
に
、
自
分
の
信
念
、
本
化
の
信
に
立
脚
し
て
臨
む
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
横
並
び
の
意
識
で
は
な
く
て
、
常
に
自
分
と
い
う
も

の
を
、
自
分
の
信
心
を
き
ち
ん
と
持
ち
な
が
ら
、
そ
こ
へ
自
覚
的
に
臨
ん
で
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

社
会
の
慣
習
的
行
事
や
、
そ
れ
か
ら
地
域
の
宗
教
行
事
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
各
地
域
に
は
、
神
社
等
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
全
て

の
人
達
が
そ
れ
ぞ
れ
氏
子
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
所
も
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
、
宗
教
的
な
各
地
域
の
行
事

と
、
自
分
の
信
仰
信
念
と
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
問
題
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
中
で
、

自
分
の
信
念
を
し
っ
か
り
持
っ
て
対
応
し
て
い
か
な
い
と
、
そ
の
も
の
の
中
に
、
埋
没
し
て
し
ま
い
ま
す
。

次
に
、
摂
受
折
伏
と
世
界
平
和
で
す
。
こ
れ
は
、
先
程
も
少
し
触
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
立
正
安
国
の
実
現
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
様
の

教
法
は
実
乗
の
一
善
で
す
。
こ
れ
は
『
安
国
論
』
の
文
で
す
。
正
法
を
立
て
る
こ
と
が
立
正
で
す
。
安
国
は
仏
様
の
浄
土
で
す
。
仏
国
・

宝
土
と
『
安
国
論
』
に
お
書
き
に
な
っ
て
ま
す
。
題
目
の
信
仰
に
立
脚
し
た
平
和
な
社
会
を
実
現
し
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
を
日
蓮
聖
人
は

『
本
尊
抄
』
に
「
本
時
の
娑
婆
世
界
」
と
仰
っ
た
。

で
す
か
ら
、
本
化
の
信
心
と
い
う
主
体
を
持
た
ず
し
て
い
く
ら
他
の
人
々
と
手
を
握
っ
て
も
、
そ
れ
は
本
当
に
手
を
握
っ
た
こ
と
に
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
本
化
の
信
心
を
き
ち
ん
と
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
変
え
れ
ば
、
自
分
自
身
が
仏
様
と
如
何
に
対
面
し
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
、
常
に
、
問
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
他
に
対
す
る
時
に
も
、
そ
う
い

う
ふ
う
に
、
常
に
自
分
の
信
心
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
信
心
が
ど
の
よ
う
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
。
そ
う
い

う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
、
私
共
は
、
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
如
何
に
素
直
に
受
け
入
れ
て
い
く
か
、
お
聞
き
し
よ
う
と
い
う
態

度
を
持
つ
か
、
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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私
は
別
に
、
摂
折
論
に
つ
い
て
の
専
門
家
で
も
な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
求
め
ら
れ
て
、
そ
う
い
う
お
話
を
す
る
よ
う
に
と
い

う
こ
と
で
す
の
で
、
お
話
し
て
い
る
の
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
教
学
の
勉
強
を
な
さ
っ
て
る
方
は
ど
な
た
で
も
こ
の
問
題
は
、
恐
ら
く
、
お

話
な
さ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
論
点
は
ど
う
で
あ
れ
、
お
話
を
な
さ
る
と
思
う
の
で
す
。

こ
れ
は
宗
門
内
で
の
議
論
で
す
。
私
の
今
の
認
識
で
は
、
宗
門
内
で
そ
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
時
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
思
い
が

む
し
ろ
強
い
の
で
す
。
も
っ
と
、
私
共
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
社
会
の
人
達
が
、
私
達
に
何
を
求
め

て
い
る
の
か
。
そ
う
い
う
も
の
に
も
っ
と
目
を
向
け
て
、
そ
れ
を
考
え
対
応
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
視
点
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け

な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
教
学
上
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
も
っ
と
も
っ
と
、
社
会
に
対
し
て
や
る
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
切
実
に
考
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
日
、
お
話
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
は
、
私
の
考
え
方
で
す
の
で
、
こ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
皆
さ
ま
方
ご
自

身
が
、
仏
様
、
日
蓮
聖
人
に
尋
ね
る
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
人
一
人
の
信
心
の
立
脚
点
だ
と
思
う
の
で
す
。
あ
の
人

は
こ
う
言
っ
た
、
こ
の
人
は
こ
う
言
っ
た
と
い
う
の
は
参
考
で
す
。
私
が
今
日
申
し
上
げ
た
こ
と
は
皆
様
方
の
お
考
え
の
参
考
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
私
が
日
蓮
聖
人
に
、
そ
の
よ
う
に
、
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
と
申
し
上
げ
て
い
る
と
い

う
か
、
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
、
皆
様
方
も
自
分
の
問
題
と
し
て
、

自
分
は
ど
う
思
う
か
と
い
う
こ
と
を
、
日
蓮
聖
人
に
尋
ね
て
頂
く
、
そ
う
い
う
機
会
に
し
て
下
さ
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。

非
常
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
、
早
口
で
申
し
ま
し
た
の
で
、
お
聞
き
苦
し
い
点
が
多
々
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
機
会
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
話
さ
せ
て
頂
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
も
こ
の
よ
う
に

お
招
き
頂
い
て
、
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
お
聞
き
頂
け
る
と
い
う
こ
と
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
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本
日
は
ど
う
も
大
変
長
時
間
に
渡
っ
て
ご
聴
聞
頂
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
以
上
を
も

ち
ま
し
て
、
私
の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
お
題
目
を
三
唱
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
ご
唱
和
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
唱
和
）
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
、
南
無
妙
法
蓮
華
経

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）


