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○
は
じ
め
に

道
元
は
「
単
伝
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る（
１
）。

単
伝
と
は
釈
迦
正
伝
の
仏

道
を
純
粋
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
ら
が
釈
迦
の
教
え
を
直
に

継
い
で
い
る
と
い
う
自
負
で
あ
り
、
ま
た
当
時
の
仏
教
界
へ
の
反
骨
心
の

現
れ
で
も
あ
る
。
加
え
て
道
元
の
思
想
は
大
乗
仏
教
の
流
れ
の
中
に
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
空
」
の
思
想
の
影
響
下
に
あ
る
。

こ
こ
で
は
、『
正
法
眼
蔵
』「
有
時
」
の
巻
の
読
解
を
試
み
る
。
そ
の
際

ひ
と
つ
は
、
道
元
の
思
想
が
徹
底
し
て
「
空
」
の
思
想
に
貫
か
れ
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
一
つ
目
の
こ
と
に
関
連

す
る
の
だ
が
、「
有
時
」
の
巻
は
よ
く
道
元
の
時
間
論
が
示
さ
れ
て
い
る
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
単
に
時
間
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
・
空
間
全
体
を
問

題
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
道
元
の
「
形
而
上
学
」
が
展
開
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

　
　
一
　
道
元
思
想
の
基
礎

仏
教
は
紀
元
前
五
世
紀
（
異
説
あ
り
）
釈
迦
（
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
）
に

よ
っ
て
説
か
れ
た
教
え
が
起
源
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
釈
迦
の
仏
教
（
初

期
仏
教
）」
は
「
苦
の
消
滅
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
「
安
ら
ぎ
の
境
地
」
に
到

る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
し
か
し
釈
迦
の
仏
教
は
徹
底
し
て
現
実
主
義

を
と
っ
て
い
る
。
超
自
然
的
な
力
や
超
越
的
な
神
と
い
っ
た
も
の
は
認
め

な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
内
に
苦
し
み
を
抱
え
つ
つ
欲
望
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
、

こ
の
現
実
に
生
き
て
い
る
人
間
に
他
な
ら
な
い
。
釈
迦
の
仏
教
は
、
こ
の

現
実
世
界
で
生
じ
て
い
る
苦
し
み
を
徹
底
し
て
直
視
し
、
こ
の
現
実
世
界

に
お
い
て
欲
望
を
克
服
し
苦
を
解
消
し
、
こ
の
現
実
世
界
に
お
い
て
安
ら

ぎ
の
境
地
で
あ
る
「
涅ね

槃は
ん（

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）」
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
苦
し
み
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
の
か
そ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
苦
を
止
滅
さ
せ
る
仕
方
と
そ
の
実
践
方
法
を

説
い
て
い
る
。

［
研
究
ノ
ー
ト
］

『
正
法
眼
蔵
』「
有
時
」
読
解

塚
　
原
　
典
　
央



− 71 −

『
正
法
眼
蔵
』「
有
時
」
読
解�

二

具
体
的
に
は
、
釈
迦
の
最
初
の
説
法
で
あ
る
「
初
転
法
輪
」
に
お
い
て

四
つ
の
真
理
「
四し

諦た
い

」
が
説
か
れ
た
。
第
一
の
真
理
は
「
苦
諦
」
と
呼
ば
れ
、

人
間
が
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
苦
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
お
り
、
第
二
の
真
理
が
「
集じ

っ

諦た
い

」
で
あ
り
、
そ
の
苦
が
ど
の
よ
う

に
し
て
生
じ
る
の
か
苦
の
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
苦
の

原
因
が
「
無
常
」「
無
我
」
に
対
す
る
「
無
明
」「
煩ぼ

ん

悩の
う

」
に
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
「
苦
が
生
じ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い

て
の
キ
ー
タ
ー
ム
が
「
縁
起
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
初
期
仏
教
に
お
い
て
は
、

苦
の
原
因
は
無
明（
根
本
的
無
知
）あ
る
い
は
渇
愛
に
あ
る
と
す
る
、「
縁
起

説
（
経
典
に
よ
り
五
支
縁
起
、
六
支
縁
起
、
十
二
支
縁
起
な
ど
様
々
あ
る
）」

と
さ
れ
た
。
第
三
の
「
滅
諦
」
は
、
そ
の
よ
う
な
無
明
に
よ
る
煩
悩
を
止
滅

し
、
そ
れ
よ
っ
て
苦
が
止
滅
し
た
世
界
で
あ
る
「
涅
槃
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）」

に
つ
い
て
の
真
理
で
あ
り
、
最
後
の
「
道
諦
」
は
そ
の
涅
槃
へ
と
至
る
た
め

の
実
践
に
つ
い
て
の
真
理
で
あ
る
。

そ
し
て
道
元
の
思
想
は
大
乗
仏
教
の
流
れ
の
中
に
あ
る
。
大
乗
の
教
え

で
最
も
注
目
す
べ
き
は
「
空
」
の
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
龍
樹
は
『
中
論
』

に
お
い
て
先
の
無
常
・
無
我
を
論
理
的
に
徹
底
し
て
考
え
抜
く
こ
と
に
よ
っ

て
「
空
」
の
思
想
を
確
立
し
た
。

『
中
論
』
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
事
象
や
存
在
は
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
生

じ
る
と
さ
れ
る
。「
縁
起
」
と
は
「
縁
っ
て
生
じ
る
」
こ
と
で
あ
り
、
特
に

『
中
論
』
に
お
い
て
は
「
相
互
・
相そ

う

依え

の
関
係
」
の
こ
と
と
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

右
が
あ
る
か
ら
左
が
あ
る
。
逆
に
左
が
あ
る
か
ら
右
が
あ
る
。
左
が
な
く

て
右
だ
け
あ
る
、
ま
た
右
が
な
く
て
左
だ
け
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
ま
ず
、
左
か
ら
独
立
に
右
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
ま
た
右
か
ら
独
立

に
左
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
両
者
が
集
ま
っ
て
右
・
左
と
な
る

わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
「
父
と
子
」
の
関
係
も
そ
う
で
あ
る
。
ま
ず
父
な
る

も
の
が
存
在
し
、
こ
れ
と
は
別
個
に
子
な
る
も
の
が
存
在
し
、
両
者
が
出

会
っ
て
、
父
と
子
に
な
る
の
で
は
な
い
。
父
が
い
な
い
の
に
子
が
い
る
は

ず
が
な
く
、
ま
た
子
が
い
な
い
の
に
父
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
父
は

子
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
ま
た
子
も
父
か
ら
独
立
に

存
在
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
父
と
い
う
存
在
も
子
と
い
う
存
在
も
、
相

互
に
依
存
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
独

立
に
存
在
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
「
実
体
」
で
は
な
い
。
両
者
は
対
を

成
し
て
、
ペ
ア
で
、
あ
る
い
は
両
者
セ
ッ
ト
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
す
べ
て
の
存
在
は
こ
の
よ
う
に
相
互
・
相
依
の
関
係
で
あ
る
縁
起

に
よ
っ
て
、
こ
の
関
係
の
限
り
で
、
全
て
セ
ッ
ト
で
成
立
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
煩
悩
も
苦
も
同
様
に
、
す
べ
て
の
物
事
と
の
相
互
・
相
依
の
関

係
に
お
い
て
、
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
し
て
一
切
が
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
、「
相
互
・
相
依
の
関
係
」
に
よ
っ

て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
切
は
「
常
住
」
な
る
も
の
で
は
な
い
、

あ
る
い
は
「
実
体
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、

一
切
は
本
質
で
あ
る
「
自
性
」
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
故
な

ら
、
縁
起
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
変
化
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
止
滅
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
縁
起
が
変
化
す
れ

ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
事
象
や
存
在
も
変
化
す
る
。
そ
し
て

縁
起
が
止
滅
す
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
も
当
然
止
滅
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す
る
。
逆
に
、
縁
起
が
変
化
し
死
滅
す
る
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、

煩
悩
を
止
滅
さ
せ
、
苦
を
止
滅
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
煩
悩
や
苦

も
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
す
べ
て
の
縁
起
が
な
く
な
っ
た
状
態
と
は
、
言
い
換
え

れ
ば
す
べ
て
の
分
別
が
な
く
な
っ
た
「
無
分
別
」
の
状
態
、
す
べ
て
の
分

節
化
が
な
く
な
っ
た
「
無
分
節
」
の
状
態
、
す
べ
て
の
差
別
の
な
く
な
っ

た
「
無
差
別
」
の
状
態
、
そ
し
て
す
べ
て
の
こ
と
ば
の
意
味
が
な
く
な
っ

た
「
無
意
味
」
の
状
態
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
状
態
は
も
ち
ろ
ん

「
有
」
で
は
な
い
が
、「
無
」
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
状
態
は
す
べ

て
の
縁
起
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
縁
起
の
可

能
性
、
言
い
換
え
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
分
別
の
可
能
性
、
あ
ら
ゆ
る
分
節
化
の

可
能
性
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
の
可
能
性
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
意
味
づ
け
の
可

能
性
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
無
で
も
有
で
も
な
く
「
空
」
と
呼
ば
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
様
々
な
事
物
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

「
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
事
物
が
生
じ
て
い
る
、
成
立
し
て
い
る
」
と

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
「
一
切
は
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ

て
成
立
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
真
実
の
法
」、（
大
乗
）
仏
教
の
根
本

原
理
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
縁
起
の
な
い
、
無
分
別
、
無
分
節
、
無

差
別
、
無
意
味
で
全
一
な
る
「
空
」
そ
れ
自
体
を
理
解
し
た
と
き
に
到
る
境

地
こ
そ
が
、「
涅
槃（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）」
な
の
で
あ
る（

２
）。

　
　
二
　「
有
時
」
の
巻
読
解

以
下
で
は
ま
ず
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
有
時
」
の
巻
の
段
落
ご
と
の
原
文
を

挙
げ
、
次
に
一
文
ず
つ
原
文
と
、
多
少
説
明
を
加
え
た
口
語
訳
を
丸
括
弧

に
入
れ
て
示
し
、
そ
し
て
必
要
に
応
じ
て
解
説
を
加
え
る
と
い
う
仕
方
で

進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い（

３
）。
な
お
、
漢
文
に
つ
い
て
は
、
読
み
下
し
文

を
鉤
括
弧
に
入
れ
て
示
し
た
。

第
一
段
落

　

古
仏
言
、

　

有
時
高
々
峰
頂
立
、

　

有
時
深
々
海
底
行
。

　

有
時
三
頭
八は

っ

臂ぴ

、

　

有
時
丈
六
八
尺
。

　

有
時
拄し

ゅ

杖じ
ょ
う

払ほ
っ

子す

、

　

有
時
露
柱
燈と

う

籠ろ
う

。

　

有
時
張
三
李
四
、

　

有
時
大
地
虚
空
。

　
〈
古
仏
の
た
ま
わ
く
、

　

有
時
は
高
々
た
る
峰
頂
に
立
ち
、

　

有
時
は
深
々
た
る
海
底
を
行
く
。

　

有
時
は
三
頭
八
臂
な
り
、

　

有
時
は
丈
六
八
尺
な
り
。
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四

　

有
時
は
拄
杖
払
子
な
り
、

　

有
時
は
露
柱
燈
籠
な
り
。

　

有
時
は
張
三
李
四
な
り
、

　

有
時
は
大
地
虚
空
な
り
。〉　

（
古
仏
が
言
わ
れ
た
、

有
時
は
高
い
高
い
峰
の
頂
に
立
ち
、

有
時
は
深
い
深
い
海
底
を
行
く
。

���

有
時
は
三
つ
の
頭
と
八
本
の
腕
を
も
つ
阿
修
羅
で
あ
り
、

有
時
は
立
て
ば
一
丈
六
尺
、
座
れ
ば
八
尺
の
仏
の
姿
で
あ
る
。

���

有
時
は
僧
の
携
え
る
杖
や
払
子
で
あ
り
、

有
時
は
む
き
出
し
の
柱
や
燈
籠
で
あ
る
。

　
有
時
は
張
家
の
三
男
で
あ
り
、
李
家
の
四
男
で
あ
り
、

有
時
は
大
地
で
あ
り
、
空
で
あ
る
。）

「
古
仏
」
と
は
仏
祖
、
昔
の
高
僧
の
こ
と
で
、
例
え
ば
道
元
は
「
永
平
古

仏
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
有
時
」
は
「
ウ
ジ
」、「
ユ
ウ
ジ
」
と
も
発
音
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
イ
ウ
ジ
」
と
し
て
お
く（

４
）。
通
常
の
書
き
下
し
文

で
あ
れ
ば
「
有
時
」
は
「
あ
る
時
」
と
な
る
が
、
こ
の
意
味
こ
そ
が
こ
の
巻

の
主
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
は
そ
の
ま
ま
「
有
時
」
と

し
て
お
い
て
、
議
論
の
展
開
に
そ
っ
て
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

第
二
段
落

い
は
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
。
丈
六

金
身
こ
れ
時
な
り
、
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
時
の
荘
厳
光
明
あ
り
。
い
ま
の
十
二

時
を
習
学
す
べ
し
。
三
頭
八
臂
こ
れ
時
な
り
、
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
い
ま
の

十
二
時
に
一
如
な
る
べ
し
。
十
二
時
の
長
遠
短
促
、
い
ま
だ
度た

く

量り
や
う

せ
ず
と
い

へ
ど
も
、
こ
れ
を
十
二
時
と
い
ふ
。
去
来
の
方
跡
あ
き
ら
か
な
る
に
よ
り
て
、

人
こ
れ
を
疑ぎ

著ぢ
ゃ

せ
ず
。
疑
著
せ
ざ
れ
ど
も
し
れ
る
に
あ
ら
ず
。
衆
生
も
と
よ

り
し
ら
ざ
る
毎
物
毎
事
を
疑
著
す
る
こ
と
一
定
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
著
す

る
前
提
、
か
な
ら
ず
し
も
い
ま
の
疑
著
に
符
合
す
る
こ
と
な
し
。
た
だ
疑
著

し
ば
ら
く
時
な
る
の
み
な
り
。

二
の
一　

い
は
ゆ
る
有
時
は
、
時
す
で
に
こ
れ
有
な
り
、
有
は
み
な
時
な
り
。

（
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
有
時
」
と
は
、「
時
」
つ
ま
り
時
間
は
も
と
も
と

「
有
」
つ
ま
り
存
在
で
あ
る
、
存
在
は
み
な
時
間
な
の
で
あ
る
。）

こ
こ
で
は
、
時
間
は
存
在
で
あ
り
、
存
在
は
時
間
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
時
間
な
る
も
の
が
実
は
存
在
で
あ
り
、
存
在
な
る
も
の
が

実
は
時
間
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
存
在
で
あ
る
椅
子
は
見

る
こ
と
も
触
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
時
間
も
存
在
で
あ
る
な
ら
ば
、
椅
子
同

様
に
見
え
た
り
触
れ
た
り
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
で
き
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
、
時
間
と
存
在
は
切
り
離
せ
な
い
、
一
体
の
も
の
だ
と
理
解
し

た
い
。
存
在
は
必
ず
時
間
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
り
、
時
間
の
外
に
あ
る
存

在
、
あ
る
い
は
時
間
か
ら
独
立
な
存
在
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
存
在
の
な

い
と
こ
ろ
に
は
時
間
は
な
い
。
存
在
か
ら
独
立
に
時
間
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

考
え
て
み
れ
ば
至
極
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、「
時
間
」
と
対
で
考
え
る
な
ら
ば
、「
存
在
」
で
は
な
く
「
空
間
」
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で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
存
在
は
空
間
の
中
に
も
あ
る
が
、
時
間
の
中
に
も

あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
漠
然
と
物
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
一
定
の

空
間
を
占
め
る
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
あ
る
が
、
時
間
を
占
め
る
も
の
と

は
あ
ま
り
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
な
い
。
椅
子
な
ら
ば
椅
子
の
大
き
さ
が
あ
り
、
そ

の
大
き
さ
の
分
だ
け
空
間
を
占
め
て
い
る
、
塞
い
で
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
あ
る
が
、
一
定
の
時
間
を
占
め
て
い
る
、
塞
い
で
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

は
湧
か
な
い
。
し
か
し
実
際
の
椅
子
は
一
定
の
空
間
だ
け
で
は
な
く
一
定
の

時
間
も
占
め
て
い
る
。
作
ら
れ
た
時
か
ら
、
壊
れ
る
な
り
焼
失
す
る
な
り
す

る
ま
で
の
間
の
時
間
を
占
め
て
い
る
。
も
の
の
存
在
だ
け
で
は
な
く
事
象

も
同
様
で
あ
る
。「
犬
が
走
る
」
と
い
う
事
象
は
、
犬
が
走
り
始
め
た
時
か

ら
、
そ
の
犬
が
止
ま
る
ま
で
の
間
の
時
間
を
占
め
て
い
る
。
事
象
や
存
在
は

必
ず
一
定
の
時
間
と
一
定
の
空
間
を
占
め
て
い
る
。
実
際
に
あ
る
も
の
で
空

間
だ
け
占
め
て
い
て
時
間
に
関
わ
ら
な
い
も
の
や
、
時
間
だ
け
占
め
て
い
て
、

空
間
に
関
わ
ら
な
い
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
道
元
は
「
有
時
」
と
い
う
こ
と

で
、
実
際
に
存
在
す
る
も
の
、
実
際
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
の
い
わ
ば
「
実

際
性
」
が
時
間
と
空
間
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
見
つ
め
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
し
て
先
に
見
た
よ
う
に
事
象
や
存
在
は
「
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
る
」。
換
言
す
れ
ば
、
事
象
や
存
在
は
分
別
（
分
節
化
、
差
別

化
、
概
念
化
、
あ
る
い
は
言
語
化
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
分
別
な
、
全
体

で
一
つ
で
あ
る
、
い
わ
ば
「
空
そ
れ
自
体
」
あ
る
い
は
「
空
そ
の
も
の
」
か

ら
仮
に
（
あ
る
い
は
、
無
理
や
り
）
切
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
時
間
」

と
「
空
間
」
と
い
う
分
別
あ
る
い
は
概
念
が
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

物
事
は
必
ず
時
間
と
空
間
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、

事
象
や
存
在
に
は
始
ま
り
が
あ
り
、
そ
し
て
終
わ
り
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
事

象
や
存
在
は
縁
起
が
結
ば
れ
た
時
が
始
ま
り
で
あ
り
、
縁
起
が
止
滅
し
た
時

に
終
わ
る
の
で
あ
る
。

二
の
二　

丈
六
金
身
こ
れ
時
な
り
、
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
時
の
荘
厳
光
明

あ
り
。（
一
丈
六
尺
の
金
色
に
輝
く
仏
の
姿
は
時
間
の
中
に
あ
り
、
時
間
の

中
に
あ
る
か
ら
こ
そ
具
体
的
な
荘
厳
さ
が
あ
り
光
明
が
あ
る
。）

仏
の
姿
は
時
間
の
中
に
あ
る
実
際
の
存
在
で
あ
る
。
実
際
に
時
間
の
中

に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
の
姿
は
具
体
的
な
「
荘
厳
」
を
も
っ
て
、

「
光
明
」
に
輝
い
て
立
ち
現
れ
る
。
仏
の
姿
は
時
間
か
ら
独
立
し
た
存
在
で

は
な
い
。
例
え
ば
概
念
、
観
念
と
い
っ
た
抽
象
的
な
存
在
で
は
な
く
、
ま
た

超
越
的
な
所
に
絶
対
的
に
存
在
す
る
、
例
え
ば
絶
対
神
の
よ
う
な
も
の
で
も

な
い
。

二
の
三　

い
ま
の
十
二
時
を
習
学
す
べ
し
。（
現
在
只
今
の
こ
の
十
二
時

間
を
学
び
な
さ
い
。）

昔
は
一
日
は
十
二
時
間
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
現
代
な
ら
ば
、
こ
の

二
十
四
時
間
を
学
び
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
具
体

的
な
「
時
間
」
の
中
に
す
べ
て
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
あ
る
事
象

な
り
存
在
な
り
で
あ
る
Ａ
は
、
あ
る
時
間
Ｔ
に
、
あ
る
場
所
Ｓ
に
お
い
て
縁

起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
問
題
は
Ａ
と
相
互
・
相
依
の
関
係
に
あ
る
も

の
で
あ
る
。
Ａ
は
特
定
の
事
象
な
り
存
在
Ｂ
と
の
み
相
互
・
相
依
の
関
係
に

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

先
に
相
互
・
相
依
の
関
係
と
し
て
示
し
た
「
父
と
子
」
の
場
合
で
見
る
な
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ら
、「
父
」
や
「
子
」
は
「
母
、
祖
父
、
祖
母
、
伯
母
、
伯
父
、
叔
父
、
叔
母
、

娘
、
息
子
、
孫
、
曾
孫
、
兄
弟
、
姉
妹
、
兄
妹
、
姉
弟
、
従
姉
妹
、
従
姉
妹

等
」
と
も
相
互
・
相
依
の
関
係
に
あ
る
。
さ
ら
に
「
人
間
、
女
、
男
等
」、「
顔
、

手
、
足
、
心
臓
、
肺
等
」
と
も
こ
の
関
係
に
あ
る
。
さ
ら
に
、「
情
念
、
感

情
、
気
分
」
と
い
っ
た
心
理
的
な
事
柄
、
ま
た
生
き
物
と
し
て
「
犬
、
猫
や

魚
等
」、
物
体
と
し
て
「
机
や
椅
子
」
等
と
、
相
互
・
相
依
の
関
係
は
あ
ら

ゆ
る
事
柄
に
広
が
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
父
」
や
「
子
」
と
い
っ
た
概
念
上

の
関
係
の
広
が
り
に
す
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
概
念
上
の
関
係
よ
り
も
複
雑
な

関
係
が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
兄
弟
や
叔
父
、
叔
母
は
、
一
人
で
は
な
く

複
数
人
か
も
し
れ
な
い
。
個
別
具
体
的
な
Ａ
と
相
互
・
相
依
の
関
係
に
あ
る

も
の
は
、
時
間
・
空
間
上
に
あ
る
す
べ
て
の
事
象
や
存
在
に
広
が
っ
て
い
く
。

二
の
四　

三
頭
八
臂
こ
れ
時
な
り
、
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
い
ま
の
十
二
時
に

一
如
な
る
べ
し
。（
三
頭
八
臂
の
阿
修
羅
の
姿
も
時
間
の
な
か
に
あ
る
。
そ

の
時
間
も
時
間
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
現
在
只
今
の
十
二
時
間
と
同
じ
で
あ
る
。）

二
の
五　

十
二
時
の
長
遠
短
促
、
い
ま
だ
度
量
せ
ず
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ

を
十
二
時
と
い
ふ
。（
十
二
時
間
が
長
い
の
か
短
い
の
か
を
計
っ
た
こ
と
も

な
い
の
に
、
こ
れ
を
十
二
時
間
だ
と
い
っ
て
い
る
。）

二
の
六　

去
来
の
方
跡
あ
き
ら
か
な
る
に
よ
り
て
、
人
こ
れ
を
疑
著
せ
ず
。

（
時
間
は
未
来
か
ら
や
っ
て
来
て
、
過
去
へ
と
流
れ
去
っ
て
い
く
も
の
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
の
で
、
だ
れ
も
こ
れ
を
疑
わ
な
い
。）

二
の
七　

疑
著
せ
ざ
れ
ど
も
し
れ
る
に
あ
ら
ず
。（
疑
わ
れ
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、
本
当
の
こ
と
が
知
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。）

二
の
八　

衆
生
も
と
よ
り
し
ら
ざ
る
毎
物
毎
事
を
疑
著
す
る
こ
と
一
定
せ

ざ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
疑
著
す
る
前
提
、
か
な
ら
ず
し
も
い
ま
の
疑
著
に
符
合
す

る
こ
と
な
し
。（
一
般
の
人
々
は
、
す
べ
て
の
知
ら
な
い
物
や
事
に
つ
い
て

必
ず
疑
う
と
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
疑
い
を
持
つ
前
の
状
態

と
現
在
の
疑
い
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。）

二
の
九　

た
だ
疑
著
し
ば
ら
く
時
な
る
の
み
な
り
。（
た
だ
疑
う
こ
と
そ

の
こ
と
自
体
も
、
時
間
の
中
の
事
柄
に
ほ
か
な
ら
な
い
。）

第
三
段
落

わ
れ
を
配
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
、
こ
の
尽
界
の
頭て

う

々て
う

物
々
を
、
時
々

な
り
と

見
し
ょ
け
ん

す
べ
し
。
物
々
の
相さ
う
げ礙
せ
ざ
る
は
、
時
々
が
相
礙
せ
ざ
る
が

ご
と
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
同
時
発
心
あ
り
、
同
心
発
時
な
り
。
お
よ
び
修
行
成

道
も
か
く
の
ご
と
し
。
わ
れ
を
配
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を
み
る
。
自
己
の
時
な

る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
。

三
の
一　

わ
れ
を
配
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
、
こ
の
尽
界
の
頭て

う

々て
う

物
々

を
、
時
々
な
り
と

見
し
ょ
け
ん

す
べ
し
。（
自
己
を
配
列
し
て
全
世
界
と
し
、
こ
の

全
世
界
に
あ
る
す
べ
て
の
物
や
す
べ
て
の
事
柄
は
み
な
時
間
の
中
に
あ
る
も

の
と
看
做
し
な
さ
い
。）

「
わ
れ
」
つ
ま
り
自
己
を
配
列
し
て
「
尽
界
」
つ
ま
り
全
世
界
と
す
る
と

し
て
い
る
。
こ
れ
も
字
義
通
り
に
は
理
解
し
が
た
い
。
空
の
思
想
を
念
頭
に

置
か
な
く
て
は
理
解
で
き
な
い
。
空
の
思
想
に
お
い
て
、
す
べ
て
は
空
に
お

い
て
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
す
る
無
自
性
な
も
の
で
あ
る
。
事
象
や
存
在
は
す

べ
て
他
の
事
象
や
存
在
と
の
相
互
・
相
依
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
。
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そ
し
て
、
最
も
基
本
的
な
縁
起
の
一
つ
に
、
し
た
が
っ
て
最
も
基
本
的
な
分

別
の
一
つ
に
、「
わ
れ
」
つ
ま
り
自
己
あ
る
い
は
主
体
と
、「
尽
界
」
つ
ま
り

世
界
あ
る
い
は
客
体
と
の
関
係
が
あ
る
。

先
に
縁
起
の
関
係（
あ
る
い
は
分
別
、
概
念
）の
例
と
し
て
「
父
と
子
」
を

見
た
が
、
そ
こ
で
は
ま
ず
父
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
個
に
子
な
る

も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
で
両
者
が
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
父
・
子
」
と

い
う
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
ま

ず
自
己
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
と
は
別
個
に
世
界
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、

両
者
が
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
、「
主
体
・
客
体
」
と
い
う
関
係
が
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
己
も
世
界
も
、
そ
も
そ
も
自
性
を
も
つ
実
体
で
は

な
い
。「
自
己
」
と
こ
の
自
己
が
相
対
す
る
「
世
界
」
と
は
相
互
・
相
依
の

関
係
に
あ
る
。
両
者
は
セ
ッ
ト
で
お
互
い
が
お
互
い
を
立
ち
現
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
客
体
で
あ
る
世
界
の
事
象
や
存
在
は
縁
起
の
結
ば
れ
方
に
よ
っ

て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
事
象
や
存
在
な
の
か
が
決
ま
っ
て
く
る
。
ど
の
よ

う
な
縁
起
が
結
ば
れ
る
の
か
は
、
事
前
に
は
決
ま
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
が

決
ま
る
の
は
、
主
体
で
あ
る
自
己
と
の
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
自

己
が
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て
自
由
に
好
き
な
よ
う
に
縁
起
を
結
ぶ
わ
け
で
は

な
い
。
自
己
の
持
つ
知
識
や
考
え
方
、
生
き
方
、
文
化
的
背
景
、
知
的
能
力
、

身
体
的
能
力
等
々
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
絡
み
合
っ
て
、
あ
る
状
況
に
お
い
て

縁
起
が
結
ば
れ
る
。
そ
こ
で
、
自
己
と
の
相
互
・
相
依
の
関
係
に
よ
っ
て
縁

起
が
結
ば
れ
て
成
立
し
て
い
る
事
象
や
存
在
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
「
わ

れ
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三
の
二　

物
々
の
相
礙
せ
ざ
る
は
、
時
々
が
相
礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。（
も

の
同
士
は
空
間
の
中
で
邪
魔
し
合
わ
な
い
の
は
、
時
間
の
中
の
も
の
同
士
が

邪
魔
し
合
わ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。）

一
つ
所
に
同
時
に
、
異
な
る
二
つ
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
椅

子
の
あ
る
所
に
同
時
に
机
が
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
一
つ
所
で
も
時
間
が

異
な
れ
ば
、
椅
子
と
机
は
存
在
し
得
る
。
同
時
で
も
場
所
が
異
な
れ
ば
両
者

は
存
在
し
得
る
。

三
の
三　

こ
の
ゆ
ゑ
に
同
時
発
心
あ
り
、
同
心
発
時
な
り
。（
そ
う
な
の

だ
か
ら
、
同
時
に
発
心
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
同
じ
発
心
が
起
き
る
時

で
あ
る
。）

三
の
四　

お
よ
び
修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
。（「
発
心
」
に
つ
い
て
い

え
る
こ
と
は
、
当
然
「
修
行
」
や
「
成
道
」
に
も
い
え
る
。）

三
の
五　

わ
れ
を
配
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
。（
自
己
を
配
列
し
て
、

自
己
が
こ
れ
を
見
る
。）

先
の
「
わ
れ
を
配
列
し
て
お
き
て
尽
界
と
せ
り
」
と
対
を
成
す
表
現
で
あ

る
。
世
界
の
事
象
や
存
在
は
自
己
と
の
相
互
・
相
依
関
係
つ
ま
り
「
縁
起
」

に
よ
っ
て
、
自
己
と
同
時
に
セ
ッ
ト
で
成
立
す
る
。
あ
え
て
わ
れ
の
側
か
ら

見
れ
ば
、
自
己
で
あ
る
わ
れ
と
の
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
、
分
別
さ
れ
、
分
節

さ
れ
、
差
別
さ
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
象
や
存
在
は
、
こ
の
意
味
で

「
わ
れ
」
と
い
わ
れ
る
。
自
己
の
も
つ
条
件
に
よ
っ
て
世
界
も
決
ま
っ
て
く

る
と
い
う
意
味
で
、
世
界
は
自
己
を
映
す
鏡
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

三
の
六　

自
己
の
時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
。（
自
己
が
時
間

の
中
に
あ
る
存
在
だ
と
い
う
道
理
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。）

自
己
も
世
界
も
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
時
間
・
空
間
の
中
で
成
立
し
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て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
時
間
は（
そ
し
て
空
間
も
）自
己
の
外
部
に
、

自
己
と
は
別
個
に
独
立
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
自
己
と
の
相
互
・
相
依
の

関
係
で
あ
る
「
縁
起
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

第
四
段
落

恁い
ん
も麼
の
道
理
な
る
ゆ
ゑ
に
、
尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
。
一
草
一
象
お
の
お

の
尽
地
に
あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
の
往
来
は
、
修
行
の

発
足
な
り
。
到
恁
麼
の
田
地
の
と
き
、
す
な
わ
ち
一
草
一
象
な
り
、
会ゑ

象ぞ
う

不

会
象
な
り
、
会
草
不
会
草
な
り
。
正
当
恁
麼
時
の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時

み
な
尽
時
な
り
、
有
草
有
象
と
も
に
時
な
り
。
時
々
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る

な
り
。
し
ば
ら
く
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と
観
想

す
べ
し
。

　
四
の
一　

恁
麼
の
道
理
な
る
ゆ
ゑ
に
、
尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
。（
こ
の

よ
う
な
道
理
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
全
世
界
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
や
存
在
が
あ

る
。）

「
恁
麼
」
と
は
「
こ
の
よ
う
な
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道

理
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
一
切
は
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

と
い
う
原
理
に
よ
っ
て
、
全
世
界
の
す
べ
て
の
事
象
や
存
在
が
成
立
し
て
い
る
。

四
の
二　

一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に
あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
。（
一

つ
一
つ
の
事
象
や
存
在
が
全
世
界
に
あ
る
こ
と
を
学
び
な
さ
い
。）

一
つ
一
つ
の
事
象
や
存
在
は
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
、
し
た
が
っ
て

他
の
す
べ
て
の
事
象
や
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
、
加
え
て
自
己
と
の
関
係

に
お
い
て
、
時
間
・
空
間
の
中
で
成
立
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
一
つ

の
事
象
な
ら
事
象
、
存
在
な
ら
存
在
は
、
現
在
の
全
世
界
に
お
い
て
成
立
し

て
い
る
事
象
や
存
在
の
す
べ
て
と
相
互
・
相
依
の
関
係
で
あ
る
「
縁
起
」
を

結
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
現
在
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
過
去
の
事
象
や
存
在

と
も
、
す
べ
て
の
未
来
の
事
象
や
存
在
と
も
相
互
・
相
依
の
「
縁
起
」
を
結

ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
つ
の
事
象
な
り
存
在
は
、
時
間
・
空
間
上
の

す
べ
て
の
事
象
や
存
在
と
の
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

事
象
や
存
在
の
一
つ
一
つ
は
全
世
界
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
全
世

界
と
共
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
の
三　

か
く
の
ご
と
く
の
往
来
は
、
修
行
の
発
足
な
り
。（
こ
の
よ
う

な
往
来
が
、
修
行
の
第
一
歩
で
あ
る
。）

一
つ
の
事
象
や
存
在
と
そ
れ
以
外
の
全
世
界
の
事
象
や
存
在
と
の
間
で
の

行
っ
た
り
来
た
り
、
つ
ま
り
縁
起
の
関
係
を
理
解
す
る
こ
と
が
修
行
の
第
一

歩
で
あ
る
。

四
の
四　

到
恁
麼
の
田
地
の
と
き
、
す
な
わ
ち
一
草
一
象
な
り
、
会
象

不
会
象
な
り
、
会
草
不
会
草
な
り
。（
そ
の
よ
う
な
理
解
に
至
っ
た
な
ら
ば
、

一
つ
一
つ
の
存
在
や
事
象
は
真
実
で
あ
る
。
一
つ
の
事
象
を
理
解
す
る
と
い

う
こ
と
は
そ
の
事
象
の
み
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
一
つ
の
存
在
を
理

解
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
存
在
の
み
を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。）

一
つ
の
事
象
な
り
存
在
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
の
事
象
な
り
存
在
の
み

を
理
解
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
他
の
一
切
か
ら
切
り
離
し
て
、

そ
れ
単
独
で
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
つ
の
事
象
や
存
在
を
理
解
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
時
間
・
空
間
上
の
す
べ
て
の
事
象
や
存
在
と
の
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関
係
に
立
っ
て
、
初
め
て
成
立
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
あ
る
一
つ
の
事
象
な
り
存
在
を
理
解
す
る
こ
と
は
、

時
間
・
空
間
に
広
が
る
全
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

四
の
五　

正
当
恁
麼
時
の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時
み
な
尽
時
な
り
、
有

草
有
象
と
も
に
時
な
り
。（
そ
の
よ
う
な
真
実
の
時
間
し
か
な
の
だ
か
ら
、

具
体
的
な
一
つ
一
つ
の
事
象
や
存
在
と
し
て
立
ち
現
れ
た
有
時
は
全
時
間
と

の
縁
起
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
存
在
す
る
も
の
も
、
起
こ
っ
て
い
る
事
象

も
す
べ
て
時
間
の
中
に
あ
る
。）

こ
こ
で
の
「
有
時
」
は
、
一
つ
一
つ
の
事
象
や
存
在
が
時
間
・
空
間
の
中

で
他
の
一
切
と
縁
起
の
関
係
を
結
び
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
（
あ
る
い
は
現

成
し
て
い
る
、
立
ち
現
れ
て
い
る
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
つ
一
つ

の
有
時
は
全
時
間
そ
し
て
全
空
間
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

四
の
六　

時
々
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
な
り
。（
個
別
的
に
立
ち
現
れ
た

そ
の
時
そ
の
時
に
、
縁
起
の
関
係
に
あ
る
す
べ
て
の
他
の
事
象
や
存
在
そ
し

て
全
世
界
が
あ
る
。）

四
の
七　

し
ば
ら
く
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と

観
想
す
べ
し
。（
と
り
あ
え
ず
、
今
こ
の
時
間
と
縁
起
の
関
係
が
結
ば
れ
て

い
な
い
、
漏
れ
て
し
ま
っ
た
、
す
べ
て
の
事
象
や
存
在
、
全
世
界
が
あ
る
か

な
い
か
よ
く
考
え
て
み
な
さ
い
。）

第
五
段
落

し
か
あ
る
を
、
真
実
の
法
を
な
ら
わ
ざ
る
凡
夫
の
時
節
に
あ
ら
ゆ
る
見け

ん

解げ

は
、「
有
時
」
の
こ
と
ば
を
き
く
に
お
も
は
く
、
あ
る
と
き
は
三
頭
八
臂
と

な
り
き
、
あ
る
と
き
は
丈
六
八
尺
と
な
り
き
。
た
と
え
ば
、
河
を
す
ぎ
、
山

を
す
ぎ
し
が
ご
と
く
な
り
と
。
い
ま
そ
の
山せ

ん
が河
、
た
と
ひ
あ
る
ら
め
ど
も
、

わ
れ
す
ぎ
き
た
り
て
、
い
ま
玉
殿
朱
楼
に
処
せ
り
、
山
河
と
わ
れ
と
、
天
と

地
と
な
り
と
お
も
ふ
。

五
の
一　

し
か
あ
る
を
、
真
実
の
法
を
な
ら
わ
ざ
る
凡
夫
の
時
節
に
あ
ら

ゆ
る
見
解
は
、「
有
時
」
の
こ
と
ば
を
き
く
に
お
も
は
く
、
あ
る
と
き
は
三

頭
八
臂
と
な
り
き
、
あ
る
と
き
は
丈
六
八
尺
と
な
り
き
。（
そ
う
で
あ
る
の
に
、

真
実
の
法
を
な
ら
わ
な
い
一
般
の
人
々
が
も
つ
考
え
は
、「
有
時
」
と
い
う

こ
と
ば
を
聞
く
と
あ
る
と
き
は
不
動
明
王
と
な
っ
て
い
た
、
ま
た
ほ
か
の
と

き
に
は
仏
の
姿
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。）

一
般
の
人
々
が
考
え
る
有
時
は
、
一
つ
一
つ
独
立
し
て
い
て
ば
ら
ば
ら
で

次
々
に
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
。

五
の
二　

た
と
え
ば
、
河
を
す
ぎ
、
山
を
す
ぎ
し
が
ご
と
く
な
り
と
。

（
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
あ
る
時
に
は
河
を
わ
た
り
、
ま
た
ほ
か
の
時
に
は
山

を
通
り
過
ぎ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。）

一
般
に
は
、
そ
の
時
そ
の
時
に
起
き
た
こ
と
は
ば
ら
ば
ら
で
、
相
互
に
独

立
し
た
事
象
が
起
こ
っ
て
は
過
去
に
流
れ
去
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

五
の
三　

い
ま
そ
の
山
河
、
た
と
ひ
あ
る
ら
め
ど
も
、
わ
れ
す
ぎ
き
た
り

て
、
い
ま
玉
殿
朱
楼
に
処
せ
り
、
山
河
と
わ
れ
と
、
天
と
地
と
な
り
と
お
も
ふ
。

（
い
ま
も
そ
の
山
河
は
ど
こ
か
に
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
私
は
そ
れ
ら
を
通
り

過
ぎ
て
、
い
ま
は
玉
で
飾
ら
れ
た
朱
塗
り
の
御
殿
に
い
る
の
だ
か
ら
、
山
河

と
私
は
天
と
地
ほ
ど
も
隔
た
っ
て
い
る
、
と
思
っ
て
し
ま
う
。）
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一
般
的
な
時
間
観
に
よ
れ
ば
、
事
象
や
存
在
は
や
っ
て
来
て
、
流
れ
去
っ

て
ゆ
く
も
の
で
、「
わ
れ
」
か
ら
は
独
立
し
た
も
の
、
別
個
な
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

第
六
段
落

し
か
あ
れ
ど
も
、
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
。
い
わ
ゆ
る
山
を
の

ぼ
り
河
を
わ
た
り
し
時
に
わ
れ
あ
り
き
、
わ
れ
に
時
あ
る
べ
し
。
わ
れ
す

で
に
あ
り
、
時
さ
る
べ
か
ら
ず
。
時
も
し
去
来
の
相
に
あ
ら
ず
は
、
上
山

の
時
は
有
時
の
而し

今き
ん

な
り
。
時
も
し
去
来
の
相
を
保ほ
う

任に
ん

せ
ば
、
わ
れ
に
有

時
の
而
今
あ
る
、
こ
れ
有
時
な
り
。
か
の
上
山
渡
河
の
時
、
こ
の
玉
殿
朱

楼
の
時
を
呑た

ん

却き
ゃ
く

せ
ざ
ら
ん
や
、
吐つ

却き
ゃ
く

せ
ざ
ら
ん
や
。

六
の
一　

し
か
あ
れ
ど
も
、
道
理
こ
の
一
条
の
み
に
あ
ら
ず
。（
確
か
に

時
間
に
は
そ
の
よ
う
な
一
面
は
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
が
道
理
な
の
で
は
な
い
。）

六
の
二　

い
わ
ゆ
る
山
を
の
ぼ
り
河
を
わ
た
り
し
時
に
わ
れ
あ
り
き
、

わ
れ
に
時
あ
る
べ
し
。（
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
山
を
登
っ
た
時
に
、
ま
た

河
を
渡
っ
た
時
に
、
そ
の
時
に
自
己
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
自
己
に
は

時
間
が
あ
る
。）

六
の
三　

わ
れ
す
で
に
あ
り
、
時
さ
る
べ
か
ら
ず
。（
自
己
は
も
と
も
と

あ
る
の
だ
か
ら
、
時
間
が
自
己
か
ら
去
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
は
ず
は

な
い
。）

自
己
は
時
間
の
中
で
成
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
当
然
自
己
が
あ
れ
ば

時
間
が
あ
り
、
時
間
が
自
己
か
ら
去
っ
て
い
く
こ
と
は
な
い
。

六
の
四　

時
も
し
去
来
の
相
に
あ
ら
ず
は
、
上
山
の
時
は
有
時
の
而
今

な
り
。（
時
間
が
や
っ
て
来
て
流
れ
去
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い

な
ら
ば
、
私
が
山
の
上
に
い
た
時
は
、
有
時
と
し
て
の
「
而
今
」
す
な
わ
ち

「
い
ま
」
で
あ
る
。）

一
般
的
な
時
間
観
で
あ
る
、
時
間
は
や
っ
て
来
て
流
れ
去
っ
て
い
く
も

の
と
い
う
考
え
を
と
ら
な
い
な
ら
ば
、
時
間
は
や
っ
て
来
は
し
な
い
し
、

流
れ
去
り
も
し
な
い
。
す
べ
て
は
「
而
今
」
つ
ま
り
現
在
只
今
に
あ
る
。
私

が
山
の
上
に
い
る
と
い
う
事
象
を
核
と
し
て
、
自
己
を
介
し
て
全
時
間
・

全
空
間
の
す
べ
て
の
事
象
や
存
在
が
縁
起
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
、
自
己
の

眼
前
に
列
挙
さ
れ
る
。
ま
さ
に
第
三
段
落
の
「
わ
れ
を
配
列
し
て
わ
れ
こ

れ
を
み
る
な
り
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
全
世

界
を
立
ち
現
せ
る
こ
の
瞬
間
の
今
が
「
而
今
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
而
今

は
「
絶
対
的
な
今
」
あ
る
い
は
「
永
遠
の
今
」
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

六
の
五　

時
も
し
去
来
の
相
を
保
任
せ
ば
、
わ
れ
に
有
時
の
而
今
あ
る
、

こ
れ
有
時
な
り
。（
逆
に
、
時
が
や
っ
て
来
て
流
れ
去
る
も
の
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
で
も
、
自
己
に
は
有
時
の
而
今
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

や
は
り
時
間
は
有
時
で
あ
る
。）

一
般
的
な
時
間
観
を
と
っ
て
い
て
も
、
一
切
は
空
に
お
い
て
縁
起
に

よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
原
理
は
動
か
な
い
の
で
、
あ
る
事
象
な
り
存
在

を
核
と
し
て
、
自
己
を
介
し
て
全
時
間
・
全
空
間
の
す
べ
て
の
事
象
や
存

在
が
立
ち
現
れ
る
「
有
時
の
而
今
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

六
の
六　

か
の
上
山
渡
河
の
時
、
こ
の
玉
殿
朱
楼
の
時
を
呑
却
せ
ざ
ら

ん
や
、
吐
却
せ
ざ
ら
ん
や
。（
あ
の
山
の
上
に
い
た
時
、
河
を
渡
っ
た
時
が
、
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こ
の
玉
殿
朱
楼
の
御
殿
に
い
る
時
間
を
飲
み
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、

ま
た
吐
き
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。）

「
上
山
渡
河
の
時
」と
「
玉
殿
朱
楼
の
時
」と
の
関
係
は
、
す
べ
て
の
時
間
・

空
間
に
あ
る
す
べ
て
の
事
象
や
存
在
が
縁
起
を
結
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、「
上

山
渡
河
の
時
間
」
な
く
し
て
「
玉
殿
朱
楼
の
時
間
」
は
な
く
、
ま
た
「
玉
殿

朱
楼
の
時
間
」
な
く
し
て
「
上
山
渡
河
の
時
間
」
も
あ
り
え
な
い
と
い
う
意

味
で
、
互
い
が
互
い
を
飲
み
込
ん
で
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、「
上
山
渡

河
の
時
間
」
も
「
玉
殿
朱
楼
の
時
間
」
も
そ
れ
自
身
と
し
て
他
の
一
切
を
背

景
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
、
現
成
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
互
い
が
互

い
を
吐
き
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
こ
の
「
上
山
渡
河
の
時
」
と
「
玉
殿
朱
楼
の
時
」
と
の
関
係
か
ら
、

し
ば
し
ば
道
元
の
主
張
す
る
「
修
証
一
等
」
と
い
う
こ
と
も
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
時
の
関
係
が
「
修
行
の
時
」
と
「
さ
と
り
の
時
」
の
関
係
と
お

な
じ
な
の
で
あ
る
。
修
行
の
時
も
有
時
で
あ
り
、
さ
と
り
を
え
た
時
も
有
時

で
あ
る
。
二
つ
の
事
象
は
時
間
・
空
間
を
超
え
て
、
空
に
お
い
て
縁
起
に

よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
セ
ッ
ト
で
成
立
し
て
い
る
。
修
行
な
く
し
て
さ
と

り
は
な
い
し
、
さ
と
り
な
く
し
て
修
行
は
な
い
。
両
者
は
互
い
に
互
い
を
飲

み
込
み
か
つ
吐
き
出
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
修
証
は
一
等
な
の
で
あ
る
。

第
七
段
落

三
頭
八
臂
は
き
の
ふ
の
時
な
り
、
丈
六
八
尺
は
け
ふ
の
時
な
り
。
し
か
あ

れ
ど
も
、
そ
の
昨
今
の
道
理
、
た
だ
こ
れ
山
の
中
に
直ぢ

き

入に
ふ

し
て
、
千
峰
万
峰

を
み
わ
た
す
時
節
な
り
、
す
ぎ
ぬ
る
に
あ
ら
ず
。
三
頭
八
臂
も
す
な
は
ち
わ

が
有
時
に
て
一
経
す
、
彼ひ

方ほ
う

に
あ
る
に
に
た
れ
ど
而
今
な
り
。
丈
六
八
尺
も

す
な
わ
ち
わ
が
有
時
に
て
一
経
す
、
彼ひ

処し
ょ

に
あ
る
に
に
た
れ
ど
も
而
今
な

り
。七

の
一　

三
頭
八
臂
は
き
の
ふ
の
時
な
り
、
丈
六
八
尺
は
け
ふ
の
時
な
り
。

（
不
動
明
王
は
昨
日
の
時
で
あ
り
、
仏
の
姿
は
今
日
の
時
で
あ
る
。）

昨
日
、
今
日
、
明
日
と
時
間
に
は
前
後
が
あ
る
。
あ
る
い
は
物
事
は
前
後

し
て
生
じ
る
。

七
の
二　

し
か
あ
れ
ど
も
、
そ
の
昨
今
の
道
理
、
た
だ
こ
れ
山
の
中
に

直
入
し
て
、
千
峰
万
峰
を
み
わ
た
す
時
節
な
り
、
す
ぎ
ぬ
る
に
あ
ら
ず
。

（
確
か
に
事
象
や
存
在
に
は
前
後
が
あ
る
が
、
昨
日
、
今
日
と
並
べ
て
み
る

道
理
は
、
山
の
中
へ
入
っ
て
多
く
の
峰
々
を
見
渡
す
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
は
過
ぎ
去
っ
て
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。）

こ
れ
も
第
三
段
落
の
「
わ
れ
を
排
列
し
て
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
」
と
同

じ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
時
間
に
は
前
後
が
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ

て
過
去
は
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
の
で
は
な
い
。
過
去
の
事
象
や
存
在
は
な
く

な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
時
間
的
に
並
べ
て
俯
瞰
し
て
自

己
が
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

七
の
三　

三
頭
八
臂
も
す
な
は
ち
わ
が
有
時
に
て
一
経
す
、
彼
方
に
あ
る

に
に
た
れ
ど
而
今
な
り
。（
昨
日
の
不
動
明
王
の
姿
も
自
己
に
と
っ
て
の
立

ち
現
れ
で
あ
り
、
有
時
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
。
昨
日
と
い
う
遠
く
に
あ
る

よ
う
に
み
え
る
不
動
明
王
の
姿
も
、
絶
対
的
な
今
に
あ
る
。）

過
去
の
事
象
や
存
在
も
自
己
と
の
縁
起
の
関
係
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
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有
時
と
し
て
一
貫
し
て
お
り
、
遠
く
に
あ
る
よ
う
で
も
、
絶
対
的
な
今
で
あ

る
「
而
今
」
に
立
ち
現
れ
て
い
る
。

七
の
四　

丈
六
八
尺
も
す
な
わ
ち
わ
が
有
時
に
て
一
経
す
、
彼
処
に
あ
る

に
に
た
れ
ど
も
而
今
な
り
。（
同
様
に
、
仏
の
姿
も
自
己
に
と
っ
て
の
立
ち

現
れ
で
あ
り
、
有
時
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
。
彼
方
に
あ
る
よ
う
で
も
、
絶

対
的
な
今
に
立
ち
現
れ
て
い
る
。）

第
八
段
落

し
か
あ
れ
ば
、
松
も
時
な
り
、
竹
の
時
な
り
。　

時
は
飛ひ

去こ

す
る
と
の
み

解
会
す
べ
か
ら
ず
、
飛
去
は
時
の
能
と
の
み
は
学
す
べ
か
ら
ず
。
時
も
し
飛

去
に
一
任
せ
ば
、
間け

ん

隙ぎ
や
く

あ
り
ぬ
べ
し
。
有
時
の
道
を
経
き
よ
う

聞も
ん

せ
ざ
る
は
、
す
ぎ

ぬ
る
と
の
み
学
す
る
に
よ
り
て
な
り
。
要
を
と
り
て
い
は
ば
、
尽
界
に
あ
ら

ゆ
る
尽
有
は
、
つ
ら
な
り
な
が
ら
時
々
な
り
。
有
時
な
る
に
よ
り
て
吾
有
時

な
り
。

八
の
一　

し
か
あ
れ
ば
、
松
も
時
な
り
、
竹
の
時
な
り
。（
そ
う
い
う
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
松
も
時
間
の
中
に
あ
り
、
竹
も
時
間
の
中
に
あ
る
。）

八
の
二　

時
は
飛
去
す
る
と
の
み
解
会
す
べ
か
ら
ず
、
飛
去
は
時
の
能
と

の
み
は
学
す
べ
か
ら
ず
。（
時
間
の
働
き
に
は
飛
び
去
る
と
い
う
働
だ
け
し

か
な
い
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
飛
び
去
っ
て
行
く
こ
と
を
時
間
の
中

心
的
な
働
き
だ
と
学
ん
で
は
な
ら
な
い
。）

八
の
三　

時
も
し
飛
去
に
一
任
せ
ば
、
間
隙
あ
り
ぬ
べ
し
。（
時
間
が
飛

び
去
る
だ
け
の
も
の
と
考
え
る
と
、
隙
間
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。）

例
え
ば
、
本
を
読
ん
で
い
る
時
に
、「
一
口
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
」
と
す
る
。

そ
し
て
「
一
口
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
」
の
に
２
０
秒
か
か
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

２
０
秒
間
は
時
間
は
飛
び
去
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
本
を
読
む
」
こ
と

が
飛
び
去
っ
て
か
ら
「
一
口
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
」
が
飛
び
去
る
ま
で
の
間
の
、

２
０
秒
間
は
隙
間
が
空
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
は
言
語
表
現
の
限
界
が
示
さ
れ
て
い
る
。
無
分
別
、
無
分
節
、
無

差
別
、
無
意
味
で
あ
る
「
空
」
は
、
い
わ
ば
全
体
で
一
つ
で
あ
っ
て
隙
間
な

ど
な
い
。
そ
の
空
を
分
別
し
、
分
節
化
し
、
差
別
化
し
、
意
味
付
け
し
、
概

念
化
す
る
こ
と
が
言
語
表
現
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
分
別
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
隙
間
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
分
別
の
結
果
は
言
語

表
現
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
言
語
表
現
は
決
し
て
「
空
」

そ
の
も
の
、「
空
」
そ
れ
自
体
を
表
現
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
さ
ら
に
、

言
語
表
現
は
世
界
に
立
ち
現
れ
て
い
る
事
象
や
存
在
そ
の
も
の
を
表
現
し
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
無
分
別
、
無
分
節
、
無
差
別
、
無
意
味

の
「
空
」
を
わ
れ
わ
れ
の
都
合
に
よ
っ
て
分
別
し
、
分
節
し
、
差
別
し
、
意

味
づ
け
し
て
い
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
都
合
に
よ
っ
て
、
全
一
な
も
の
を

切
り
分
け
、
取
捨
選
択
し
、
バ
イ
ア
ス
を
か
け
て
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

八
の
四　

有
時
の
道
を
経
聞
せ
ざ
る
は
、
す
ぎ
ぬ
る
と
の
み
学
す
る
に
よ
り

て
な
り
。（
そ
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
う
の
は
、「
有
時
」
と
い
う
道
理
を
理
解

し
て
い
な
い
人
は
、
時
間
は
過
ぎ
去
る
だ
け
の
も
の
、
飛
び
去
る
だ
け
の
も
の

と
学
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。）

八
の
五　

要
を
と
り
て
い
は
ば
、
尽
界
に
あ
ら
ゆ
る
尽
有
は
、
つ
ら
な
り
な

が
ら
時
々
な
り
。（
要
点
を
い
え
ば
、
全
世
界
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
や
存
在
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が
時
間
上
隙
間
な
く
連
な
り
あ
っ
て
い
る
。）

全
世
界
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
一
切
の
事
象
や
存
在
は
、
時
間
上
そ
し
て

当
然
空
間
上
隙
間
な
く
つ
な
が
っ
て
、
全
体
で
一
つ
の
「
全
一
」
な
も
の
、
言

い
換
え
れ
ば
「
空
」
そ
の
も
の
、「
空
」
そ
れ
自
体
を
な
し
て
い
る
。

八
の
六　

有
時
な
る
に
よ
り
て
吾
有
時
な
り
。（
有
時
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

自
己
と
ペ
ア
で
成
立
し
て
い
る
有
時
に
他
な
ら
な
い
。）

一
切
の
事
象
や
存
在
は
、
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
自
己
と
対
を
成
す
仕

方
で
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
一
切
の
有
時
は
自
己
の
有
時
つ
ま
り

「
吾
有
時
」
な
の
で
あ
る
。

第
九
段
落

有
時
に
経

き
ょ
う

歴り
ゃ
く

の
功
徳
あ
り
。
い
は
ゆ
る
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
今
日

よ
り
昨
日
に
経
歴
す
、
昨
日
よ
り
今
日
へ
経
略
す
。
今
日
よ
り
今
日
へ
経
歴

す
、
明
日
よ
り
明
日
へ
経
略
す
。
経
歴
は
そ
れ
時
の
功
徳
な
る
が
ゆ
ゑ
に
。

九
の
一　

有
時
に
経
歴
の
功
徳
あ
り
。（
有
時
に
は
、
途
切
れ
る
こ
と
な

く
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
働
き
が
あ
る
。）

九
の
二　

い
は
ゆ
る
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴

す
、
昨
日
よ
り
今
日
へ
経
略
す
。（
時
間
は
今
日
か
ら
明
日
へ
と
途
切
れ
る

こ
と
な
く
繋
が
っ
て
い
き
、
今
日
か
ら
昨
日
へ
と
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋

が
っ
て
い
き
、
昨
日
か
ら
今
日
へ
と
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
い
く
。）

九
の
三　

今
日
よ
り
今
日
へ
経
歴
す
、
明
日
よ
り
明
日
へ
経
略
す
。（
今

日
か
ら
今
日
へ
と
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
い
き
、
明
日
か
ら
明
日
へ

と
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
い
く
。）

同
時
に
異
な
る
場
所
で
異
な
る
有
時
が
成
立
す
る
こ
と
も
あ
る
。
今
日
福

井
で
は
雨
が
降
り
、
札
幌
で
は
雪
が
降
る
か
も
し
れ
な
い
。
明
日
福
井
で
は

つ
つ
じ
が
咲
き
、
札
幌
で
は
梅
と
桜
が
一
斉
に
咲
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

空
は
時
間
・
空
間
上
途
切
れ
る
こ
と
な
く
つ
な
が
っ
て
い
る
、
い
や
む
し
ろ

時
間
・
空
間
に
隙
間
な
く
広
が
る
全
体
と
い
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
。

九
の
四　

経
歴
は
そ
れ
時
の
功
徳
な
る
が
ゆ
ゑ
に
。（
途
切
れ
る
こ
と
な

く
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
が
、
時
間
の
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。）

そ
し
て
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
は
時
間
だ
け
で
は
な
く
、

空
間
の
重
要
な
働
き
で
も
あ
る
。

第
十
段
落

古
今
の
時
、
か
さ
な
れ
る
に
あ
ら
ず
、
な
ら
び
つ
も
れ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど

も
、
青
原
も
時
な
り
、
黄お

う

檗ば
く

も
時
な
り
、
江
西
も
石
頭
も
時
な
り
。
自
他
す

で
に
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
修
証
は
諸
時
な
り
。
入に

ふ

泥で
い

入に
つ

水す
い

お
な
じ
く
時
な
り
。

い
ま
凡
夫
の
見
、
お
よ
び
見
の
因
縁
、
こ
れ
凡
夫
の
み
る
と
こ
ろ
な
り
と
い

え
ど
も
、
凡
夫
の
法
に
あ
ら
ず
、
法
し
ば
ら
く
凡
夫
を
因
縁
せ
る
の
み
な
り
。

こ
の
時
、
こ
の
有
、
法
に
あ
ら
ず
と
学
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
丈
六
金
身
は
わ
れ

に
あ
ら
ず
と
認
ず
る
な
り
。
わ
れ
を
丈
六
金
身
に
あ
ら
ず
と
の
が
れ
ん
と
す

る
、
ま
た
す
な
わ
ち
有
時
の
片
々
な
り
、
未
証
拠
者
の
看
々
な
り
。

十
の
一　

古
今
の
時
、
か
さ
な
れ
る
に
あ
ら
ず
、
な
ら
び
つ
も
れ
る
に
あ

ら
ざ
れ
ど
も
、
青
原
も
時
な
り
、
黄
檗
も
時
な
り
、
江
西
も
石
頭
も
時
な
り
。
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（
昔
の
時
間
と
今
の
時
間
は
、
重
層
を
な
し
て
重
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、

並
ん
で
い
た
り
積
っ
て
い
た
り
す
る
の
で
も
な
く
、
仏
祖
の
青せ

い

原げ
ん

行ぎ
よ

思う
し

も
時

間
の
中
に
存
在
し
、
黄お

う

檗ば
く

希き

運う
ん

も
時
間
の
中
に
存
在
し
、
馬
祖
道
一
も
時
間

の
中
に
存
在
し
、
石せ

き

頭と
う

希き

遷せ
ん

も
時
間
の
中
に
存
在
す
る
。）

「
青
原
」
は
青
原
行
思
（
？
～
７
４
０
）、「
黄
檗
」
は
黄
檗
希
運
（
？
～

８
５
５
）、「
江
西
」
は
馬
祖
道
一
（
７
０
９
～
７
８
８
）、
そ
し
て
「
石
頭
」

は
石
頭
希
遷
（
７
０
０
～
７
９
０
）
の
こ
と
で
あ
り
、
み
な
中
国
禅
創
成
期

の
高
僧
た
ち
で
あ
る
。
有
時
は
単
に
時
間
軸
上
に
た
だ
並
ん
で
い
る
も
の
で

は
な
い
。
同
様
に
、
空
間
上
に
た
だ
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
縁

起
と
い
う
関
係
に
お
い
て
並
ん
で
い
る
も
の
、
配
列
さ
れ
て
い
る
も
の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

青
原
行
思
が
い
た
か
ら
こ
そ
、
黄
檗
希
運
が
、
馬
祖
道
一
が
、
石
頭
希
遷

が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
い
。
四
人
の
高
僧
た
ち
は

互
い
が
互
い
に
相
互
・
相
依
の
関
係
に
あ
る
。
加
え
て
道
元
も
同
様
に
こ
の

四
人
と
互
い
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
。

十
の
二　

自
他
す
で
に
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
修
証
は
諸
時
な
り
。（
自
己

も
他
己
も
そ
れ
ぞ
れ
時
間
の
な
か
の
存
在
で
あ
る
の
で
、
修
行
も
さ
と
り
も

と
も
に
時
間
の
中
に
あ
る
事
象
で
あ
る
。）

先
の
「
修
証
一
等
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
自
他
」
の
視
点
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。
自
分
に
お
い
て
自
分
の
自
己
に
対
し
て
、
有
時
の
而
今

と
し
て
修
行
の
時
と
さ
と
り
の
時
が
同
時
に
立
ち
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

他
者
に
お
い
て
も
他
者
の
自
己
に
対
し
て
、
有
時
の
而
今
と
し
て
修
行
の
時

と
さ
と
り
の
時
が
同
時
に
立
ち
現
れ
て
い
る
。

十
の
三　

入
泥
入
水
お
な
じ
く
時
な
り
。（
泥
に
入
り
水
に
入
る
こ
と
も

同
じ
く
時
間
の
中
の
事
象
で
あ
る
。）

法
を
説
く
こ
と
も
時
間
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
法
を
説
く
た
め
に
は
、
身

命
を
惜
し
ま
ず
形
振
り
構
わ
ず
行
う
の
で
、「
入
泥
入
水
」
と
い
わ
れ
る
。

十
の
四　

い
ま
凡
夫
の
見
、
お
よ
び
見
の
因
縁
、
こ
れ
凡
夫
の
み
る
と
こ

ろ
な
り
と
い
え
ど
も
、
凡
夫
の
法
に
あ
ら
ず
、
法
し
ば
ら
く
凡
夫
を
因
縁

せ
る
の
み
な
り
。（
現
在
の
一
般
の
人
々
の
見
解
や
、
そ
の
見
解
の
「
因
縁
」

つ
ま
り
拠
り
ど
こ
ろ
は
、
一
般
の
人
々
の
考
え
方
と
は
い
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

一
般
の
人
々
の
法
な
の
で
は
な
い
。
真
実
の
法
が
働
い
て
、
一
般
の
人
々
が

結
ぶ
縁
起
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
見
解
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。）

真
実
の
法
以
外
に
一
般
の
人
々
の
「
法
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
。

一
般
の
人
々
の
見
解
も
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
「
法
」
は
真
実
の
法
で
あ
る

こ
と
に
違
い
は
な
い
。
た
だ
、
一
般
の
人
々
の
縁
起
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に

現
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
真
実
の
法
と
は
、「
一
切
は
空
に
お
い
て
縁
起

に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
煩
悩
が
生
じ
る
の
も
こ

の
原
理
に
よ
る
。
苦
が
生
じ
る
の
も
こ
の
原
理
に
縁
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
一

般
の
人
々
と
さ
と
り
を
え
た
覚
者
と
の
違
い
は
、
縁
起
の
結
び
方
が
違
う
の

で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
い
る
法
に
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

十
の
五　

こ
の
時
、
こ
の
有
、
法
に
あ
ら
ず
と
学
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
丈
六

金
身
は
わ
れ
に
あ
ら
ず
と
認
ず
る
な
り
。（
自
分
た
ち
の
理
解
し
て
い
る
時

間
や
存
在
は
真
実
の
法
で
は
な
い
と
学
ん
で
し
ま
う
の
で
、
自
分
は
仏
で
は

な
い
と
認
識
し
て
し
ま
う
。）

実
は
一
般
の
人
々
の
見
解
に
お
け
る
時
間
や
存
在
も
、
真
実
の
法
に
則
っ
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一
五

て
の
立
ち
現
れ
な
の
で
あ
り
、
一
般
の
人
々
の
自
己
も
、
縁
起
に
よ
っ
て
仏

と
対
で
成
立
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、「
仏
」
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
丈
六
金
身
」
の
仏
も
や
は
り
第
三
段
落
の
「
わ
れ
を
配
列
し
て
わ

れ
こ
れ
を
み
る
な
り
」の
配
列
さ
れ
る
わ
れ
の
一
つ
だ
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

十
の
六　

わ
れ
を
丈
六
金
身
に
あ
ら
ず
と
の
が
れ
ん
と
す
る
、
ま
た
す
な

わ
ち
有
時
の
片
々
な
り
、
未
証
拠
者
の
看
々
な
り
。（
自
分
は
仏
で
な
い
と

逃
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
自
体
は
一
つ
の
有
時
で
あ
り
、
そ
の
時
々

の
「
有
時
」
の
立
ち
現
れ
で
あ
る
。
さ
と
り
を
開
い
て
い
な
い
者
は
、
よ
く

よ
く
見
な
さ
い
。）

一
般
の
人
々
が
自
分
は
仏
で
は
な
い
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
自
体
、「
空

に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
」
こ
と
で
あ
り
、
何
か
の
間
違
い

が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
も
何
で
も
な
い
。
煩
悩
や
苦
も
、
仏
法
以
外
の
何

ら
か
の
法
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
縁
起
に
よ
っ
て
生
じ
て
い

る
。
縁
起
の
結
び
方
の
問
題
で
あ
っ
て
、
法
に
は
ず
れ
る
か
否
か
の
問
題
で

は
な
い
。

第
十
一
段
落

い
ま
世
界
に
配
列
せ
る
む
ま
・
ひ
つ
じ
を
あ
ら
し
む
る
も
、
住
法
位
の
恁

麼
な
る
昇
降
上
下
な
り
。
ね
ず
み
も
時
な
り
、
と
ら
も
時
な
り
、
生
も
時
な

り
、
仏
も
時
な
り
。
こ
の
時
、
三
頭
八
臂
に
て
尽
界
を
証
し
、
丈
六
金
身
に

て
尽
界
を
証
す
。
そ
れ
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
を
、
究
尽
す
る
と
は

い
ふ
な
り
。
丈
六
金
身
を
も
て
丈
六
金
身
す
る
を
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・

涅
槃
と
現
成
す
る
、
す
な
わ
ち
有
な
り
、
時
な
り
。
尽
時
を
尽
有
と
究
尽
す

る
の
み
、
さ
ら
に
剰
法
な
し
。
剰
法
こ
れ
剰
法
な
る
が
ゆ
え
に
、
た
と
ひ
半

究
尽
の
有
時
も
、
半
究
尽
の
究
尽
な
り
。
た
と
い
蹉さ

過こ

す
と
み
ゆ
る
形い
ん

段と
ん

も

有
な
り
。
さ
ら
に
か
れ
に
ま
か
す
れ
ば
、
蹉
過
の
現
成
す
る
前
後
な
が
ら
、

有
時
の
住
位
な
り
。
住
法
位
の
活

ぱ
つ
々
地
な
る
、
こ
れ
有
時
な
り
。
無
と
動ど
う

著ぢ
ゃ

す
べ
か
ら
ず
、
有
と
強か
う

為ゑ

す
べ
か
ら
ず
。
時
は
一
向
に
す
ぐ
る
と
の
み
計

功
し
て
、
未
到
と
解
会
せ
ず
。
解げ

会ゑ

は
時
な
り
と
い
へ
ど
も
、
他
に
ひ
か
る

る
縁
な
し
。
去
来
と
認
じ
て
、
住
位
の
有
時
と
見
徹
せ
る
皮ひ

袋た
い

な
し
。
い
は

ん
や
透

て
う
く

関わ
ん

の
時
あ
ら
ん
や
。
た
と
い
住
位
を
認
ず
と
も
、
た
れ
か
既
得
恁
麼

の
保
任
を
道
得
せ
ん
。
凡
夫
の
有
時
な
る
に
一
任
す
れ
ば
、
菩
提
・
涅
槃
も

わ
ず
か
に
去
来
の
相
の
み
な
る
有
時
な
り
。

十
一
の
一　

い
ま
世
界
に
配
列
せ
る
む
ま
・
ひ
つ
じ
を
あ
ら
し
む
る
も
、

住
法
位
の
恁
麼
な
る
昇
降
上
下
な
り
。（
い
ま
、
世
界
に
配
列
さ
れ
て
い
る

馬
（
正
午
）
や
羊
（
午
後
二
時
）
と
い
う
時
刻
が
あ
る
の
も
、
縁
起
の
原
理
に

し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
事
象
や
存
在
と
相
互
・
相
依
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、

一
つ
一
つ
の
事
象
や
存
在
が
時
間
・
空
間
の
中
に
排
列
さ
れ
配
置
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。）

「
法
住
位
」と
は
法
の
下
に
住
し
て
い
る
、
つ
ま
り
真
実
の
法
に
し
た
が
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
の
も
の
が
時
間
・
空
間
の
中
に
真
実

の
法
に
し
た
が
っ
て
配
列
さ
れ
た
在
り
方
が
「
住
法
位
の
恁
麼
な
る
昇
降
上

下
」
と
い
わ
れ
る
。

十
一
の
二　

ね
ず
み
も
時
な
り
、
と
ら
も
時
な
り
、
生
も
時
な
り
、
仏
も

時
な
り
。（
ね
ず
み（
子
の
刻
）も
時
間
の
中
に
あ
り
、
と
ら（
寅
の
刻
）も
時
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間
の
中
に
あ
り
、「
生
」
つ
ま
り
衆
生
も
時
間
の
中
に
あ
り
、「
仏
」
つ
ま
り

さ
と
り
を
え
た
も
の
も
時
間
の
中
に
あ
る
。）

十
一
の
三　

こ
の
時
、
三
頭
八
臂
に
て
尽
界
を
証
し
、
丈
六
金
身
に
て
尽

界
を
証
す
。（
あ
る
時
は
、
不
動
明
王
の
姿
が
全
世
界
を
明
ら
か
に
し
、
ま

た
他
の
時
に
お
い
て
は
仏
の
姿
が
全
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
。）

あ
る
時
不
動
明
王
が
現
成
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
不
動
明
王
は
空
に
お

い
て
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
世

界
が
明
ら
か
と
な
る
。
仏
の
姿
が
現
成
し
て
い
る
場
合
も
、
同
様
に
全
世
界

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

十
一
の
四　

そ
れ
尽
界
を
も
て
尽
界
を
界
尽
す
る
を
、
究
尽
す
る
と
は
い

ふ
な
り
。（
全
世
界
で
あ
る
自
己
を
も
っ
て
全
世
界
を
究
め
尽
く
す
こ
と
を

「
究
尽
」
と
い
う
。）

世
界
は
、
空
に
お
い
て
自
己
と
対
を
な
す
形
で
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

自
己
が
全
世
界
を
究
め
尽
く
し
、
自
己
が
自
己
を
究
め
尽
く
す
こ
と
が
「
究

尽
」
で
あ
る
。

十
一
の
五　

丈
六
金
身
を
も
て
丈
六
金
身
す
る
を
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・

涅
槃
と
現
成
す
る
、
す
な
わ
ち
有
な
り
、
時
な
り
。（
自
己
が
仏
と
な
っ
て

仏
を
す
る
こ
と
が
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
を
立
ち
現
す
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
一
つ
が
存
在
で
あ
り
、
時
間
で
あ
る
。）

仏
は
こ
こ
で
は
さ
と
り
を
え
た
者
「
覚
者
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の

覚
者
も
、
空
に
お
い
て
自
己
と
対
を
な
す
形
で
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い

る
者
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
仏
は
自
己
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て

自
己
が
覚
者
と
な
っ
て
覚
者
の
行
な
っ
た
こ
と
を
行
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て

覚
者
の
行
な
っ
た
こ
と
と
は
「
坐
禅
」
に
他
な
ら
な
い
。
自
己
が
仏
と
な
っ

て
仏
の
行
な
っ
た
坐
禅
を
す
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
も
「
修
証
一
等
」
と
い

う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

十
一
の
六　

尽
時
を
尽
有
と
究
尽
す
る
の
み
、
さ
ら
に
剰
法
な
し
。（
全

時
間
を
全
存
在
と
し
て
究
め
尽
く
す
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
余
り
も
の

は
な
い
。）

十
一
の
七　

剰
法
こ
れ
剰
法
な
る
が
ゆ
え
に
、
た
と
ひ
半
究
尽
の
有
時
も
、

半
究
尽
の
究
尽
な
り
。（
余
り
も
の
は
余
り
も
の
な
の
だ
か
ら
、
た
と
え
半

分
し
か
究
め
尽
く
し
て
い
な
い
有
時
で
も
、
半
分
の
有
時
は
究
め
尽
く
し
た

の
だ
。）

第
十
段
落
に
お
い
て
、
一
般
の
人
々
の
見
解
も
「
一
般
の
人
々
の
法
」
に

基
づ
く
わ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
真
実
の
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
が
示

さ
れ
た
。
よ
っ
て
十
全
な
究
尽
で
な
く
と
も
、
た
と
え
不
十
分
で
不
完
全
な

究
尽
で
も
、
そ
の
人
の
そ
の
時
の
理
解
と
し
て
こ
の
時
間
・
空
間
に
立
ち
現

れ
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
一
つ
の
有
時
な
の
で
あ
る
。

十
一
の
八　

た
と
い
蹉
過
す
と
み
ゆ
る
形
段
も
有
な
り
。（
た
と
え
間
違
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
や
は
り
存
在
な
の
で
あ
る
。）

「
蹉
過
」
と
は
誤
る
、
間
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
の
文
章
に
お
い

て
、
半
究
尽
で
も
究
尽
で
あ
り
、
現
成
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。
ま
た
第

十
段
落
に
「
わ
れ
を
丈
六
金
身
に
あ
ら
ず
と
の
が
れ
ん
と
す
る
、
ま
た
す
な

わ
ち
有
時
の
片
々
な
り
」
と
あ
っ
た
。
自
己
は
仏
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

仏
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
と
い
う
間
違
っ
た
考
え
を
抱
い
て
い
る
場
合
で

も
、
一
片
の
有
時
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
同
じ
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
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る
。
間
違
い
も
、
間
違
い
と
い
う
現
成
に
他
な
ら
な
い
。
繰
り
返
し
に
な
る

が
、
間
違
い
も
、
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

間
違
い
も
、
間
違
い
と
い
う
現
成
な
の
で
あ
る
。

十
一
の
九　

さ
ら
に
か
れ
に
ま
か
す
れ
ば
、
蹉
過
の
現
成
す
る
前
後
な
が

ら
、
有
時
の
住
位
な
り
。（
そ
の
真
実
の
法
に
任
せ
て
お
け
ば
、
間
違
い
の

立
ち
現
れ
る
前
も
後
も
す
べ
て
真
実
の
法
に
し
た
が
う
時
間
・
空
間
に
お
け

る
事
象
や
存
在
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。）

間
違
い
で
あ
ろ
う
が
、
す
べ
て
真
実
の
法
に
し
た
が
っ
て
現
成
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
す
べ
て
本
来
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
。
空
に
お
い
て
縁
起
に

よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
が
正
し
く
て
、
そ
う
で
は
な
い
仕
方
で
成
立
す
る
こ

と
が
間
違
い
だ
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
現
実
の
世
界
で
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
の
す
べ
て
、
た
と
え
ば
、
高
い
山
々
や
深
い
海
が
あ
り
、
家
具
調

度
や
建
物
が
あ
り
、
人
々
が
い
て
、
そ
の
人
々
に
苦
楽
が
あ
り
、
喜
怒
哀
楽

が
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
現
成
が
真
実
の
法
つ
ま
り
空
に
お
い
て
縁
起
に

よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
る
。

十
一
の
十　

住
法
位
の
活

々
地
な
る
、
こ
れ
有
時
な
り
。（
真
実
の
法

に
し
た
が
っ
て
い
る
活
発
な
生
き
生
き
し
た
こ
の
世
界
そ
の
も
の
が
有
時
で

あ
る
。）

十
一
の
十
一　

無
と
動
著
す
べ
か
ら
ず
、
有
と
強
為
す
べ
か
ら
ず
。（
有

時
を
「
無
」
だ
と
無
理
や
り
解
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
強
引
に
「
有
」

つ
ま
り
実
在
と
し
て
も
な
ら
な
い
。）

有
時
と
は
真
実
の
法
に
し
た
が
っ
て
、
つ
ま
り
自
己
と
対
を
な
す
形
で
全

時
間
・
全
空
間
に
お
け
る
す
べ
て
の
事
象
や
存
在
と
縁
起
を
結
ん
で
い
る
も

の
と
し
て
、
今
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
全
体
で
あ
る

「
空
」
そ
の
も
の
、「
空
」
そ
れ
自
体
は
、
す
べ
て
の
縁
起
の
可
能
性
を
孕

ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
無
で
は

な
い
。
し
か
し
固
定
的
な
実
体
的
な
も
の
は
一
切
な
い
の
で
有
で
も
な
い
。

空
と
は
無
常
の
塊
な
の
で
あ
る
。

十
一
の
十
二　

時
は
一
向
に
す
ぐ
る
と
の
み
計
功
し
て
、
未
到
と
解
会
せ

ず
。（
し
か
し
一
般
的
な
理
解
で
は
、
時
間
は
過
ぎ
去
る
も
の
と
ば
か
り
考

え
て
い
て
、「
未
到
」
つ
ま
り
未
だ
来
な
い
、
未
だ
到
ら
な
い
と
い
う
時
間

の
働
き
を
理
解
し
な
い
。）

あ
る
事
象
な
り
存
在
は
縁
起
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
時
間
、
す
べ
て
の
空
間

の
事
象
や
存
在
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
縁
起
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る

す
べ
て
の
事
象
や
存
在
は
、
絶
対
の
今
で
あ
る
「
而
今
」
に
存
在
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
未
来
の
事
象
や
存
在
は
「
ま
だ
来
な
い
」
も
の
、「
こ
れ
か
ら

来
る
」
も
の
と
し
て
而
今
に
あ
る
。

十
一
の
十
三　

解
会
は
時
な
り
と
い
へ
ど
も
、
他
に
ひ
か
る
る
縁
な
し
。

（
理
解
も
時
間
の
な
か
に
確
か
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
正
し
い
理
解
へ

と
導
く
縁
起
が
な
い
の
だ
。）

誤
解
や
間
違
い
も
、
縁
起
に
よ
っ
て
現
成
す
る
有
時
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

十
一
の
十
四　

去
来
と
認
じ
て
、
住
位
の
有
時
と
見
徹
せ
る
皮
袋
な
し
。

（
時
間
と
は
や
っ
て
来
て
過
ぎ
去
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
、
真
実
の
法
に
し

た
が
う
「
有
時
」
な
の
だ
、
と
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
人
が
い
な
い
。）

「
皮
袋
」
と
は
人
間
の
こ
と
。

十
一
の
十
五　

い
は
ん
や
透
関
の
時
あ
ら
ん
や
。（
ま
し
て
や
、「
透
関
」
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つ
ま
り
い
っ
た
ん
到
達
し
た
境
地
を
、
さ
ら
に
超
越
し
て
先
に
行
く
こ
と
の

で
き
る
人
は
い
ま
い
。）

十
一
の
十
六　

た
と
い
住
位
を
認
ず
と
も
、
た
れ
か
既
得
恁
麼
の
保
任
を

道
得
せ
ん
。（
た
と
え
、
真
実
の
法
に
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
と

し
て
も
、
す
で
に
一
切
が
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
、
誰
が
上
手
に
こ
と
ば
で
表
現
で
き
る
だ
ろ

う
か
。）

「
恁
麼
」
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
こ
と
、
換
言
す

れ
ば
真
実
の
法
で
あ
り
一
切
が
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

こ
と
が
、「
保
任
」
つ
ま
り
保
た
れ
て
い
る
こ
と
。

十
一
の
十
七　

た
と
ひ
恁
麼
と
道
得
せ
る
こ
と
ひ
さ
し
き
を
、
い
ま
だ
面

目
現
前
を
模
索
せ
ざ
る
な
し
。（
ず
っ
と
以
前
か
ら
恁
麼
つ
ま
り
「
空
」
の

真
理
を
こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
人
で
も
、
そ
の
真
実
の
面

目
が
現
前
し
て
い
る
こ
と
を
手
探
り
で
探
し
て
い
る
人
ば
か
り
だ
。）

十
一
の
十
八　

凡
夫
の
有
時
な
る
に
一
任
す
れ
ば
、
菩
提
・
涅
槃
も
わ
ず

か
に
去
来
の
相
の
み
な
る
有
時
な
り
。（
一
般
の
人
々
の
有
時
に
つ
い
て
の

考
え
方
に
任
せ
て
し
ま
う
と
、「
菩
薩
」
も
「
涅
槃
」
も
や
っ
て
来
て
去
っ

て
い
く
「
去
来
の
相
」
し
か
も
た
な
い
「
有
時
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。）

第
十
二
段
落

　

お
ふ
よ
そ
、
籮ら

籠ろ
う

と
ど
ま
ら
ず
有
時
現
成
な
り
。
い
ま
右
界
に
現
成
し
、

左
方
に
現
成
す
る
天
王
天
衆
、
い
ま
わ
が
尽
力
す
る
有
時
な
り
。
そ
の
余
外

に
あ
る
水
陸
の
衆
有
時
、
こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力
し
て
現
成
す
る
な
り
。
冥

み
ょ
う

陽よ
う

に
有
時
な
る
諸
類
諸
頭
、
み
な
わ
が
尽
力
現
成
な
り
、
尽
力
経
歴
な
り
わ
が

い
ま
尽
力
経
歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
一
法
一
物
も
現
成
す
る
こ
と
な
し
、
経
歴

す
る
こ
と
な
し
と
参
学
す
べ
し
。

十
二
の
一　

お
ふ
よ
そ
、
籮
籠
と
ど
ま
ら
ず
有
時
現
成
な
り
。（
そ
も
そ

も
捉
え
切
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
、
事
象
や
存
在
が
立
ち
現
れ
て
い
る
。）

「
籮
籠
」
は
魚
や
鳥
を
捉
え
る
網
や
か
ご
の
こ
と
。
分
別
で
は
と
ら
え
き

れ
な
い
、
こ
と
ば
で
表
現
し
き
れ
な
い
事
象
や
存
在
が
、
自
由
闊
達
に
「
現

成
し
て
い
る
」
つ
ま
り
立
ち
現
れ
て
い
る
。

十
二
の
二　

い
ま
右
界
に
現
成
し
、
左
方
に
現
成
す
る
天
王
天
衆
、
い
ま

わ
が
尽
力
す
る
有
時
な
り
。（
現
在
、
右
側
に
立
ち
現
れ
、
左
方
に
現
成
す

る
天
上
界
の
王
や
そ
の
一
族
は
、
い
ま
自
己
が
力
を
尽
く
し
て
現
成
さ
せ
て

い
る
有
時
な
の
で
あ
る
。）

十
二
の
三　

そ
の
余
外
に
あ
る
水
陸
の
衆
有
時
、
こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力
し

て
現
成
す
る
な
り
。（
同
様
に
、
そ
の
ほ
か
水
中
や
陸
上
に
あ
る
す
べ
て
の

事
象
や
存
在
も
、
自
己
が
力
を
尽
く
し
て
立
ち
現
せ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ

る
。）前

の
文
章
と
合
わ
せ
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
あ
ら
ゆ
る
時
間
に
あ
る
事
象
や

存
在
、
そ
の
す
べ
て
が
「
有
時
」
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
の
「
有
時
」

は
、
自
己
と
対
に
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
。

十
二
の
四　

冥
陽
に
有
時
な
る
諸
類
諸
頭
、
み
な
わ
が
尽
力
現
成
な
り
、

尽
力
経
歴
な
り
。（
さ
ら
に
目
に
見
え
な
い
世
界
や
目
に
見
え
る
世
界
の
も

ろ
も
ろ
の
事
象
や
存
在
も
、
す
べ
て
自
己
が
力
を
尽
く
し
て
立
ち
現
れ
さ
せ
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て
い
る
、
自
己
が
力
を
尽
く
し
て
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
い
る
。）

十
二
の
五　

わ
が
い
ま
尽
力
経
歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
一
法
一
物
も
現
成
す

る
こ
と
な
し
、
経
歴
す
る
こ
と
な
し
と
参
学
す
べ
し
。（
自
己
が
力
を
つ
く

し
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋
げ
な
け
れ
ば
、
何
一
つ
と
し
て
立
ち
現
れ
る
こ
と

は
な
く
、
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋
が
る
こ
と
も
な
い
と
学
び
な
さ
い
。）

道
元
は
、
わ
れ
の
尽
力
に
よ
っ
て
事
象
や
存
在
が
現
成
し
経
歴
す
る
と

し
て
、「
わ
れ
の
尽
力
」
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
基
本
は
無
我
で
あ
り
、

一
切
の
事
象
や
存
在
は
空
に
お
い
て
相
互
・
相
依
の
縁
起
に
よ
っ
て
、
自
己

と
ペ
ア
を
組
む
形
で
成
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
て
立
ち
現

れ
て
い
る
事
象
や
存
在
が
「
有
時
」
な
の
で
あ
る
。

第
十
三
段
落

経
歴
と
い
ふ
は
、
風
雨
の
東
西
す
る
が
ご
と
く
学
し
た
る
べ
か
ら
ず
。
尽

界
は
不
動
転
な
る
に
あ
ら
ず
、
不
進
退
な
る
に
あ
ら
ず
、
経
歴
な
り
。
経
歴

は
、
た
と
え
ば
春
の
ご
と
し
。
春
に
許こ

多た

般は
ん

の
様
子
あ
り
、
こ
れ
を
経
歴
と

い
ふ
。
外
物
無
き
に
経
歴
す
る
と
参
学
す
べ
し
。
た
と
へ
ば
、
春
の
経
歴
は

必
ず
春
を
経
歴
す
る
な
り
。
経
歴
は
春
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
春
の
経
歴
な
る

が
ゆ
ゑ
に
、
経
歴
い
ま
春
の
時
に
成
道
せ
り
。
審
細
に
参
来
参
去
す
べ
し
。

十
三
の
一　

経
歴
と
い
ふ
は
、
風
雨
の
東
西
す
る
が
ご
と
く
学
し
た
る
べ

か
ら
ず
。（
途
切
れ
る
こ
と
な
く
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
雨
風
が

や
っ
て
来
て
過
ぎ
去
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
だ
と
学
ん
で
は
な
ら
な
い
。）

第
九
段
落
で
見
た
よ
う
に
、「
経
歴
」
と
は
事
象
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く

繋
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
で
、
西
か
ら
や
っ
て
来
て
、
通
り
過
ぎ
て
、

東
へ
去
っ
て
い
く
よ
う
な
雨
風
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
は
二
つ

の
論
点
が
あ
る
。
一
つ
は
、
経
歴
は
一
定
方
向
に
流
れ
来
て
流
れ
去
る
の
で

は
な
く
、
昨
日
か
ら
今
日
も
経
歴
だ
が
、
今
日
か
ら
昨
日
も
、
明
日
か
ら
今

日
も
、
さ
ら
に
今
日
か
ら
今
日
も
、
昨
日
か
ら
昨
日
も
、
明
日
か
ら
明
日
も

経
歴
で
あ
る
。
も
う
一
点
は
、
雨
や
風
は
降
り
終
わ
り
、
吹
き
終
わ
り
が

あ
っ
て
、
途
切
れ
て
し
ま
う
が
、
経
歴
に
は
「
途
切
れ
が
な
い
」
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
絶
対
的
な
今
で
あ
る
而
今
に
お
い
て
全
時
間
・
全
空
間
に
お
け
る
す

べ
て
の
事
象
や
存
在
が
途
切
れ
な
く
繋
が
っ
て
立
ち
現
れ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

十
三
の
二　

尽
界
は
不
動
転
な
る
に
あ
ら
ず
、
不
進
退
な
る
に
あ
ら
ず
、

経
歴
な
り
。（
全
世
界
あ
る
い
は
空
そ
れ
自
体
は
移
動
転
変
し
な
い
の
で
は

な
い
、
ま
た
進
退
し
な
い
の
で
も
な
い
。
途
切
れ
な
く
繋
が
り
、
自
在
に
経

め
ぐ
っ
て
い
る
。）

十
三
の
三　

経
歴
は
、
た
と
え
ば
春
の
ご
と
し
。（
経
歴
の
あ
り
よ
う
は
、

た
と
え
ば
春
の
あ
り
よ
う
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。）

十
三
の
四　

春
に
許
多
般
の
様
子
あ
り
、
こ
れ
を
経
歴
と
い
ふ
。（
春
に

は
た
く
さ
ん
の
様
子
が
あ
り
、
こ
れ
を
経
歴
と
い
う
。）

例
え
ば
、
春
に
は
様
々
な
植
物
が
芽
を
吹
き
、
様
々
な
花
を
咲
か
せ
る
。

草
木
だ
け
で
も
様
々
な
春
の
様
子
が
立
ち
現
れ
る
。
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
子

が
経
歴
で
あ
る
。

十
三
の
五　

外
物
無
き
に
経
歴
す
る
と
参
学
す
べ
し
。（
春
は
経
歴
す
る

様
々
な
姿
で
立
ち
現
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
春
は
な
い
と
学
び
な
さ
い
。）
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春
は
様
々
な
姿
で
立
ち
現
れ
る
、
あ
る
い
は
現
成
す
る
。
そ
の
立
ち
現
れ
、

現
成
と
は
別
に
春
な
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
経
歴
す
る
も
の
以
外

何
も
な
い
と
学
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
。
空
の
思
想
に
お
い
て
、「
縁
起
・

無
自
性
・
空
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
切
は
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の

だ
が
、
そ
れ
以
外
に
は
な
に
も
存
在
し
な
い
。
縁
起
が
止
滅
す
れ
ば
成
立
し

て
い
た
も
の
も
止
滅
す
る
。
そ
れ
が
無
常
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
切
は
無

常
で
あ
っ
て
、
自
性
を
有
す
る
常
住
な
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
本
質
を
も

ち
そ
れ
独
自
に
存
在
す
る
実
体
は
存
在
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
春
と
い
う

自
性
を
も
つ
常
住
な
る
も
の
、
春
と
い
う
本
質
を
も
つ
実
体
は
存
在
し
な
い
。

縁
起
に
よ
る
春
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
子
の
立
ち
現
れ
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

十
三
の
六　

た
と
へ
ば
、
春
の
経
歴
は
必
ず
春
を
経
歴
す
る
な
り
。（
た

と
え
ば
、
春
の
経
歴
と
さ
れ
る
も
の
は
み
な
必
ず
春
を
経
歴
す
る
の
で
あ

る
。）十

三
の
七　

経
歴
は
春
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
春
の
経
歴
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、

経
歴
い
ま
春
の
時
に
成
道
せ
り
。（
経
歴
そ
の
も
の
は
春
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

春
の
様
々
な
立
ち
現
れ
で
あ
る
か
ら
、
春
の
経
歴
は
春
の
時
に
完
成
す
る
。）

真
実
の
法
に
よ
っ
て
様
々
な
事
物
が
時
間
・
空
間
上
縁
起
し
て
、
春
の
い

ま
の
時
に
春
を
完
成
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

十
三
の
八　

審
細
に
参
来
参
去
す
べ
し
。（
や
っ
て
来
て
詳
し
く
学
び
、

学
び
尽
く
し
て
帰
り
な
さ
い
。）

第
十
四
段
落

経
歴
を
い
ふ
に
、
境
は
外
頭
に
し
て
、
能
経
歴
の
法
は
東
に
む
き
て
百
千

世
界
を
ゆ
き
す
ぎ
て
、
百
千
万
劫
を
ふ
る
と
お
も
ふ
は
、
仏
道
の
参
学
、
こ

れ
の
み
を
専
一
に
せ
ざ
る
な
り
。（
し
か
し
経
歴
に
つ
い
て
は
間
違
っ
た
考

え
が
あ
り
、
そ
れ
は
客
体
と
し
て
の
環
境
世
界
が
主
体
と
し
て
の
自
己
の
外

側
に
あ
っ
て
、
経
歴
す
る
主
体
は
東
に
向
か
っ
て
「
百
千
世
界
」
と
い
う
膨

大
な
距
離
を
経
め
ぐ
り
、「
百
千
万
劫
」
と
い
う
長
大
な
時
間
を
経
過
す
る

と
考
え
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
仏
道
の
参
学
を
専
一
に

行
っ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
。）

第
十
五
段
落

薬や
く

山さ
ん

弘く

道だ
う

大
師
、
ち
な
み
に
無
際
大
師
の
指
示
に
よ
り
て
江か
う

西ぜ
い

大だ
い

寂じ
ゃ
く

禅

師
に
参
問
す
、「
三
乗
十
二
分
教
、
そ
れ
某
甲
ほ
ぼ
そ
の
宗
旨
を
あ
き
ら
む
。

如
何
是
祖
師
西
来
意
〈
い
か
な
ら
ん
か
是
れ
祖
師
西せ

い

来ら
い

意い

〉」。（
薬
山
弘
道

大
師
は
、
師
で
あ
る
石
頭
の
無
際
大
師
の
指
示
に
よ
っ
て
、
江
西
大
寂
（
馬

祖
道
一
）禅
師
の
も
と
に
参
じ
て
問
う
た
。「
私
は
三
乗
十
二
分
教
を
学
ん
で
、

そ
の
趣
旨
を
ほ
ぼ
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
達
磨
大
師
は

な
ぜ
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
来
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。」）

薬
山
弘
道
大
師
と
は
薬
山
惟い

げ
ん儼
（
７
４
４
～
８
２
７
）、
無
際
大
師
と
は

石
頭
希
遷
、
江
西
大
寂
禅
師
と
は
馬
祖
道
一
の
こ
と
で
あ
り
、
み
な
中
国
禅

創
成
期
の
高
僧
た
ち
で
あ
る
。「
三
乗
十
二
分
教
」
と
は
、「
乗
」
は
乗
り
物

の
こ
と
で
、「
三
乗
」
と
は
声
聞
乗
、
縁
覚
乗
、
菩
薩
乗
の
三
種
の
教
法
で

あ
り
、「
十
二
分
教
」
と
は
釈
尊
の
教
え
を
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
で
、

仏
教
教
学
全
体
を
意
味
し
て
い
る
。

「
達
磨
大
師
は
な
ぜ
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
来
た
の
か
」
と
い
う
問
は
、「
達
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磨
大
師
は
ど
れ
ほ
ど
大
切
な
も
の
を
中
国
に
も
っ
て
き
た
の
か
」
そ
し
て

「
達
磨
大
師
が
中
国
に
も
た
ら
し
た
真
実
の
法
と
は
何
か
」
と
い
う
問
と
し

て
解
釈
で
き
る
。

第
十
六
段
落

か
く
の
ご
と
く
と
ふ
に
大
寂
禅
師
い
は
く
、

有
時
教か

う

伊い

揚や
う

眉
瞬
目
、

有
時
不
教
伊
揚
眉
瞬
目
。

有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
者
是
、

有
時
教
伊
揚
眉
瞬
目
者
不
是
。

〈
有
時
は
か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬

ま
じ
ろが
し
む

有
時
は
か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
が
し
め
ず
。

有
時
は
か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
が
し
む
る
者
是
な
り
、

有
時
は
か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
が
し
む
る
者
不
是
な
り
。〉

（
こ
の
よ
う
に
問
う
と
、
大
寂（
馬
祖
）禅
師
は
次
の
よ
う
に
答
え
た
。

あ
る
時
は
、
彼
に
眉
を
揚
げ
目
を
瞬ま

ば
たき
さ
せ
、

あ
る
時
は
、
彼
に
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
き
さ
せ
な
い
。

あ
る
時
は
、
彼
に
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
き
さ
せ
る
こ
と
は
是
と
さ
れ
、

あ
る
時
は
、
彼
に
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
き
さ
せ
る
こ
と
は
不
是
と
さ
れ
る
。）

時
に
眉
毛
を
揚
げ
た
り
、
揚
げ
な
か
っ
た
り
、
時
に
目
を
瞬
き
し
た
り
、

瞬
き
し
な
か
っ
た
り
、
こ
れ
ら
は
ご
く
日
常
の
あ
り
ふ
れ
た
事
柄
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
達
磨
大
師
が
も
た
ら
し
た
大
切
な
教
え
と
は
何
か
と
い
う
問
に
対

す
る
答
と
し
て
、
ご
く
日
常
の
事
柄
を
当
て
る
意
味
は
こ
の
後
示
さ
れ
る
。

第
十
七
段
落

薬
山
き
き
て
大
悟
し
、
大
寂
に
ま
う
す
、「
某
甲
か
つ
て
石
頭
に
あ
り
し
、

蚊
子
の
鉄
牛
に
の
ぼ
れ
る
が
ご
と
し
。」（
薬
山
は
そ
れ
を
聞
い
て
大
い
に
さ

と
っ
て
大
寂
（
馬
祖
道
一
）
に
次
の
よ
う
に
申
し
上
げ
た
。「
私
が
以
前
石
頭

の
も
と
で
修
行
し
て
い
た
と
き
は
、
蚊
が
鉄
牛
に
と
ま
っ
て
い
た
よ
う
な
も

の
で
し
た
。」）

第
十
八
段
落

大
寂
の
道
取
す
る
と
こ
ろ
、
余
者
と
お
な
じ
か
ら
ず
。
眉
目
は
山
海
な

る
べ
し
、
山
海
は
眉
目
な
る
ゆ
ゑ
に
。
そ
の
「
教
伊
揚
」
は
山
を
み
る
べ
し
、

そ
の
「
教
伊
瞬
」
は
海
を
宗
す
べ
し
。「
是
」
は
「
伊
」
に
慣

く
わ
ん

習し
ふ

せ
り
、「
伊
」

は
「
教
」
に
誘
引
せ
ら
る
。「
不
是
」
は
「
不
教
伊
」
に
あ
ら
ず
、「
不
教
伊
」

は
「
不
是
」
に
あ
ら
ず
。
こ
れ
ら
と
も
に
有
時
な
り
。

十
八
の
一　

大
寂
の
道
取
す
る
と
こ
ろ
、
余
者
と
お
な
じ
か
ら
ず
。（
大
寂

（
馬
祖
道
一
）の
言
う
と
こ
ろ
は
、
ほ
か
の
人
と
お
な
じ
で
は
な
い
。）

十
八
の
二　

眉
目
は
山
海
な
る
べ
し
、
山
海
は
眉
目
な
る
ゆ
ゑ
に
。（
眉

や
目
と
い
う
も
の
は
山
や
海
と
い
う
存
在
と
同
じ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
山
や

海
と
い
う
も
の
は
眉
や
目
と
い
う
存
在
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
。）

眉
や
目
と
い
っ
た
存
在
も
、
存
在
と
し
て
は
山
や
海
と
い
っ
た
存
在
と
お

な
じ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
大
き
さ
に
違
い
は
あ
る
が
、
優
劣
の
差
は
な
い
。

眉
や
目
を
現
成
さ
せ
て
い
る
真
実
の
法
、
つ
ま
り
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
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」
読
解�

二
二

て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
法
は
、
山
や
海
を
現
成
さ
せ
て
い
る
法
と
お
な
じ

な
の
で
あ
る
。

十
八
の
三　

そ
の
「
教
伊
揚
」
は
山
を
み
る
べ
し
、
そ
の
「
教
伊
瞬
」
は

海
を
宗
す
べ
し
。（
そ
の
「
か
れ
を
し
て
揚
げ
せ
し
む
」
と
は
山
を
仰
ぎ
見

ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
か
れ
を
し
て
瞬
き
せ
し
む
」
と
は
目
を
海
に
そ

そ
ぎ
こ
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）

十
八
の
四　
「
是
」
は
「
伊
」
に
慣
習
せ
り
、「
伊
」
は
「
教
」
に
誘
引
せ
ら
る
。

（
是
は
彼
に
は
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
「
教
」
に
い
ざ
な

わ
れ
る
。）

十
八
の
五　
「
不
是
」
は
「
不
教
伊
」
に
あ
ら
ず
、「
不
教
伊
」
は
「
不
是
」

に
あ
ら
ず
。（「
不
是
」
つ
ま
り
「
そ
う
で
は
な
い
」
こ
と
は
「
か
れ
に
そ
う

さ
せ
な
い
こ
と
」
で
は
な
く
、「
か
れ
に
そ
う
さ
せ
な
い
こ
と
」
は
「
不
是
」

で
は
な
い
。）

「
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
「
か
れ
に
そ
う
さ
せ
な
い
」
と
い
う

こ
と
は
別
個
な
こ
と
で
あ
る
。

十
八
の
六　

こ
れ
ら
と
も
に
有
時
な
り
。（
こ
れ
ら
一
つ
一
つ
が
有
時
で

あ
る
。）

第
十
九
段
落

山
も
時
な
り
、
海
も
時
な
り
。
時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
山
海
あ
る
べ
か
ら
ず
、

山
海
の
而
今
に
時
あ
ら
ず
と
す
べ
か
ら
ず
。
時
も
し
壞
す
れ
ば
、
山
海
も
壞

す
、
時
も
し
不
壞
な
れ
ば
山
海
も
不
壊
な
り
。
こ
の
道
理
に
、
明
星
出
現
す
、

如
来
出
現
す
、
眼
睛
出
現
す
、
拈ね

ん

花げ

出
現
す
。
こ
れ
時
な
り
。
時
に
あ
ら
ざ

れ
ば
不
恁
麼
な
り
。

十
九
の
一　

山
も
時
な
り
、
海
も
時
な
り
。（
山
も
時
間
の
中
に
あ
り
、

海
も
時
間
の
中
に
あ
る
。）

十
九
の
二　

時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
山
海
あ
る
べ
か
ら
ず
、
山
海
の
而
今
に
時

あ
ら
ず
と
す
べ
か
ら
ず
。（
時
間
の
中
に
な
い
な
ら
ば
山
も
海
も
存
在
し
な
い
。

山
や
海
の
絶
対
的
な
今
に
時
間
が
な
い
と
し
て
は
な
ら
な
い
。）

十
九
の
三　

時
も
し
壞
す
れ
ば
、
山
海
も
壞
す
、
時
も
し
不
壞
な
れ
ば
山

海
も
不
壊
な
り
。（
も
し
時
間
が
壊
れ
れ
ば
、
山
や
海
も
壊
れ
る
。
時
間
が

壊
れ
な
け
れ
ば
、
山
や
海
も
壊
れ
な
い
。）

十
九
の
四　

こ
の
道
理
に
、
明
星
出
現
す
、
如
来
出
現
す
、
眼
睛
出
現
す
、

拈
花
出
現
す
。（
こ
の
道
理
に
し
た
が
っ
て
、
明
星
が
出
現
し
、
如
来
が
出

現
し
、
眼
晴
が
出
現
し
、
そ
し
て
蓮
の
花
を
拈ひ

ね

る
こ
と
が
出
現
し
た
。）

「
明
星
」
は
、
釈
迦
が
成
道
し
た
時
に
明
星
が
瞬
い
て
い
た
と
い
う
故
事

か
ら
、
さ
と
り
を
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
「
如
来
」
は
仏
の
尊

称
で
あ
り
、「
眼
睛
」
は
真
実
を
見
抜
く
智
慧
の
象
徴
で
あ
る
。
ま
た
「
拈
花
」

は
釈
迦
が
優う

ど
ん
げ

曇
華
の
花
を
拈
っ
て
瞬
き
し
た
と
き
に
弟
子
の
摩ま
か
か
し
ょ
う

訶
迦
葉
が
微

笑
ん
だ
故
事
を
指
し
、
付
法
の
成
就
を
意
味
し
て
い
る
。

十
九
の
五　

こ
れ
時
な
り
。（
こ
れ
ら
は
み
な
時
間
の
中
に
あ
る
。）

十
九
の
六　

時
に
あ
ら
ざ
れ
ば
不
恁
麼
な
り
。（
こ
れ
ら
が
時
間
の
中
に

な
け
れ
ば
、
絶
対
的
な
今
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。）
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第
二
十
段
落

葉せ
つ

県げ
ん

の
帰
省
禅
師
は
臨り
ん
ざ
い済
の
法ほ
つ
そ
ん孫
な
り
、
首
山
の
嫡ち
ゃ
く
し嗣
な
り
。
あ
る
と
き

大
衆
に
し
め
し
て
い
は
く
、

有
時
意
到
句
不
到
、

有
時
句
到
意
不
到
。

有
時
意
句
両
倶
到
、

有
時
意
句
倶
不
到
。

〈
有
時
は
意
到
り
て
句
到
ら
ず
、

有
時
は
句
到
り
て
意
到
ら
ず
。

有
時
は
意
句
両ふ

た

つ
倶と
も

に
到
り

有
時
は
意
句
倶
に
到
ら
ず
。〉

（
葉
県
の
帰
省
禅
師
は
臨
済
義ぎ

玄ば
ん

の
弟
子
筋
に
当
た
り
、
首
山
省し
ょ
う

念ね
ん

の
正

統
な
後
継
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
人
が
あ
る
時
大
衆
に
示
し
て
次
の
よ
う
に
い
っ
た
。

有
時
は
こ
こ
ろ
が
到
っ
て
、
こ
と
ば
が
到
ら
ず
、

有
時
は
こ
と
ば
が
到
っ
て
、
こ
こ
ろ
が
到
ら
な
か
っ
た
。

有
時
は
こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
両
方
と
も
に
到
り
、

有
時
は
こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
と
も
に
到
ら
な
か
っ
た
。）

「
葉
県
帰
省
」
と
は
汝じ

ょ

州
葉
県
の
人
（
生
没
年
は
不
詳
）
で
、
首
山
省
念
の

法
嗣
つ
ま
り
後
継
ぎ
。「
臨
済
」
は
臨
済
義
玄
（
？
～
８
６
６
）
の
こ
と
で
、

臨
済
宗
の
開
祖
。「
首
山
」
は
首
山
省
念
（
９
２
６
～
９
９
３
）
で
あ
り
、
み

な
中
国
の
高
僧
で
あ
る
。

第
二
十
一
段
落

「
意
」「
句
」
と
も
に
有
時
な
り
、「
到
」「
不
到
」
と
も
に
有
時
な
り
。
到

時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
。「
意
」
は
驢ろ

な
り
、「
句
」
は
馬

な
り
。
馬
を
「
句
」と
し
、
驢
を
「
意
」と
せ
り
。「
到
」そ
れ
来
に
あ
ら
ず
、「
不

到
」
こ
れ
未
に
あ
ら
ず
。
有
時
か
く
の
ご
と
く
な
り
。
到
は
到
に

礙
け
い
げ

せ
ら

れ
て
不
到
に

礙
せ
ら
れ
ず
。
不
到
は
不
到
に

礙
せ
ら
れ
て
到
に

礙
せ

ら
れ
ず
。「
意
」
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。「
句
」
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み

る
。「
礙
」
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。
礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
、
こ
れ
時

な
り
。
礙
は
他
法
に
使
得
せ
ら
れ
る
と
い
へ
ど
も
、
他
法
を
礙
す
る
礙
い
ま

だ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
我
逢
人
な
り
、
人
逢
人
な
り
、
我
逢
我
な
り
、
出
逢
出

な
り
。
こ
れ
ら
も
し
時
を
え
ざ
る
に
は
、
恁
麼
な
ら
ざ
る
な
り
。

二
十
一
の
一　
「
意
」「
句
」
と
も
に
有
時
な
り
、「
到
」「
不
到
」
と
も
に

有
時
な
り
。（
こ
こ
ろ
も
こ
と
ば
も
と
も
に
時
間
・
空
間
の
中
に
あ
る
。「
到

る
」
こ
と
も
「
到
ら
な
い
」
こ
と
も
時
間
の
中
に
あ
る
。）

「
意
」
と
「
句
」
は
と
も
に
有
時
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
両
者
は
縁
起
で

結
ば
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
相
互
・
相
依
の
関
係
に
あ
る
が
、
各
々
絶

対
的
な
今
で
あ
る
而
今
に
現
成
す
る
も
の
と
し
て
個
別
な
も
の
に
他
な
ら
な

い
。
こ
の
意
と
句
の
関
係
と
同
じ
関
係
が
「
到
」
と
「
不
到
」
の
間
に
も
あ
る
。

二
十
一
の
二　

到
時
未
了
な
り
と
い
へ
ど
も
不
到
時
来
な
り
。（
到
る
こ

と
が
ま
だ
お
わ
ら
な
い
う
ち
に
、
到
ら
な
い
時
が
来
て
い
る
の
で
あ
る
。）

「
到
」
と
「
不
到
」
は
と
も
に
有
時
な
の
だ
か
ら
、
縁
起
の
関
係
に
あ
る

と
は
い
え
、
相
互
に
個
別
な
も
の
で
あ
る
。
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二
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二
十
一
の
三　
「
意
」
は
驢
な
り
、「
句
」
は
馬
な
り
。（
こ
こ
ろ
は
驢
馬

の
「
驢
」
で
あ
り
、
こ
と
ば
は
驢
馬
の
「
馬
」
で
あ
る
。）

二
十
一
の
四　

馬
を
「
句
」と
し
、
驢
を
「
意
」と
せ
り
。（
馬
を
「
こ
と
ば
」

と
し
、
驢
を
「
こ
こ
ろ
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。）

二
十
一
の
五　
「
到
」そ
れ
来
に
あ
ら
ず
、「
不
到
」こ
れ
未
に
あ
ら
ず
。（「
到

る
こ
と
」
は
来
る
こ
と
で
は
な
く
、「
到
ら
な
い
こ
と
」
は
未
だ
来
な
い
こ

と
で
は
な
い
。）

絶
対
的
な
今
で
あ
る
而
今
に
は
全
時
間
・
全
空
間
に
あ
る
事
象
や
存
在
が

す
べ
て
立
ち
現
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
が
こ
れ
か
ら
来
る
と
か
、
未

だ
来
な
い
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
。
す
べ
て
が
そ
こ
に
あ
る
。

二
十
一
の
六　

有
時
か
く
の
ご
と
く
な
り
。（
有
時
と
は
こ
う
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。）

分
別
あ
る
い
は
概
念
上
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、「
意
」と
「
句
」、「
到
」と
「
不

到
」、「
驢
（
兎
馬
）」
と
「
馬
」
は
相
互
・
相
依
の
関
係
に
あ
る
が
、
縁
起
の

関
係
に
は
必
然
性
が
な
い
。
と
い
う
の
は
縁
起
そ
の
も
の
に
は
自
性
が
な
く
、

実
体
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
縁
起
は
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
変
化

し
得
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
縁
起
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

こ
と
は
常
住
で
は
な
く
無
常
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
有
時
の
観
点

か
ら
は
「
意
」と
「
句
」は
別
個
な
も
の
で
あ
る
。「
意
」が
有
時
で
あ
る
と
は
、

絶
対
的
な
今
で
あ
る
而
今
に
現
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す

れ
ば
「
意
」
が
「
句
」
な
ど
時
間
・
空
間
上
に
あ
る
他
の
す
べ
て
の
事
象
や

存
在
と
相
互
・
相
依
の
関
係
に
立
っ
て
立
ち
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
核
と
し
て
現
成
し
、
立
ち
現
れ
て
い
る
の
は
「
意
」
で

あ
っ
て
、
他
の
す
べ
て
は
い
わ
ば
背
景
に
回
っ
て
い
る
。

二
十
一
の
七　

到
は
到
に

礙
せ
ら
れ
て
不
到
に

礙
せ
ら
れ
ず
。（
到

る
こ
と
は
到
る
こ
と
に
邪
魔
さ
れ
る
が
、
到
ら
な
い
こ
と
に
は
邪
魔
さ
れ

な
い
。）

二
十
一
の
八　

不
到
は
不
到
に

礙
せ
ら
れ
て
到
に

礙
せ
ら
れ
ず
。

（
到
ら
な
い
こ
と
は
到
ら
な
い
こ
と
に
邪
魔
さ
れ
る
が
、
到
る
こ
と
に
は
邪

魔
さ
れ
な
い
。）

二
十
一
の
九　
「
意
」
は
意
を
さ
へ
、
意
を
み
る
。（「
こ
こ
ろ
」
は
こ
こ

ろ
を
邪
魔
し
て
、
こ
こ
ろ
を
見
る
。）

二
十
一
の
十　
「
句
」
は
句
を
さ
へ
、
句
を
み
る
。（「
こ
と
ば
」
は
こ
と

ば
を
邪
魔
し
て
、
こ
と
ば
を
見
る
。）

二
十
一
の
十
一　
「
礙
」
は
礙
を
さ
へ
、
礙
を
み
る
。（「
邪
魔
」
は
邪
魔

を
邪
魔
し
て
、
邪
魔
を
見
る
。）

二
十
の
十
二　

礙
は
礙
を
礙
す
る
な
り
、
こ
れ
時
な
り
。（「
邪
魔
」
は
邪

魔
を
邪
魔
す
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
時
間
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。）二

十
一
の
十
三　

礙
は
他
法
に
使
得
せ
ら
れ
る
と
い
へ
ど
も
、
他
法
を
礙

す
る
礙
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
。（
邪
魔
は
ほ
か
の
有
時
に
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
あ
る
が
、
ほ
か
の
有
時
を
邪
魔
す
る
邪
魔
と
い
う
も
の
は
な
い
。）

有
時
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
有
時
と
し
て
現
成
し
て
い
る
も
の
を
邪
魔
す

る
こ
と
が
出
来
る
も
の
は
、
そ
の
現
成
し
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
し
か
な
い
。

他
の
一
切
は
い
わ
ば
背
景
に
回
っ
て
お
り
、
現
成
し
て
い
る
も
の
を
押
し
の

け
て
そ
の
位
置
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
現
成
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
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二
十
一
の
十
四　

我
逢
人
な
り
、
人
逢
人
な
り
、
我
逢
我
な
り
、
出
逢

出
な
り
。（
自
己
が
他
人
に
逢
う
の
で
あ
り
、
他
人
が
他
人
に
逢
う
の
で
あ

り
、
自
己
が
自
己
に
逢
う
の
で
あ
り
、
出
る
こ
と
が
出
る
こ
と
に
逢
う
の
で

あ
る
。）

二
十
一
の
十
五　

こ
れ
ら
も
し
時
を
え
ざ
る
に
は
、
恁
麼
な
ら
ざ
る
な
り
。

（
も
し
こ
れ
ら
が
時
間
の
中
に
入
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。）

　
第
二
十
二
段
落

又
「
意
」
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、「
句
」
は
向
上
関く

わ
ん
れ
い

の
時
な
り
。「
到
」

は
脱
体
の
時
な
り
、「
不
到
」
は
即そ

く

此し

離り

此し

の
時
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
辨

肯
す
べ
し
、
有
時
す
べ
し
。

二
十
二
の
一　

又
「
意
」
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、「
句
」
は
向
上
関

の
時
な
り
。（
ま
た
、「
こ
こ
ろ
」
は
真
実
の
理
法
が
立
ち
現
れ
て
い
る
時
間

の
中
に
あ
り
、「
こ
と
ば
」
は
そ
れ
を
さ
ら
に
超
え
て
い
こ
う
と
す
る
時
間

の
中
に
あ
る
。）

二
十
二
の
二　
「
到
」
は
脱
体
の
時
な
り
、「
不
到
」
は
即
此
離
此
の
時
な
り
。

（「
到
る
こ
と
」
は
身
心
脱
落
の
時
間
で
あ
り
、「
到
ら
な
い
こ
と
」
は
こ
れ

に
即
し
こ
れ
を
離
れ
る
時
間
で
あ
る
。）

こ
の
二
文
は
対
を
な
し
て
い
る
。「
意
」
は
有
時
と
し
て
現
成
し
て
い
て
、

「
句
」
は
そ
れ
を
越
え
て
さ
ら
に
一
歩
進
も
う
と
し
て
い
る
。
同
様
に
「
到
」

は
身
心
脱
落
し
て
さ
と
り
を
え
る
時
間
で
あ
り
、「
不
到
」
は
「
こ
れ
に
即
し
、

こ
れ
を
離
る
」
つ
ま
り
こ
れ
を
越
え
出
る
時
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
十
二
の
三　

か
く
の
ご
と
く
辨
肯
す
べ
し
、
有
時
す
べ
し
。（
こ
の
よ

う
に
弁う

か
げ

い
な
さ
い
。
有
時
し
な
さ
い
。）

第
二
十
三
段
落

向き
や
う

来ら
い

の
尊
宿
と
も
に
恁
麼
い
ふ
と
も
、
さ
ら
に
道
取
す
べ
き
と
こ
ろ
な
か

ら
ん
や
。
い
ふ
べ
し
、

意
句
半
到
也
有
時
、

意
句
半
不
到
也
有
時
。

〈
意
句
は
半
到
も
ま
た
有
時
な
り
、

意
句
は
半
不
到
も
ま
た
有
時
な
り
。〉

か
く
の
ご
と
く
の
参
究
あ
る
べ
き
な
り
。

教
伊
揚
眉
瞬
目
也
半
有
時
、

教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
有
時
、

不
教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
々
有
時
。

〈
か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
き
せ
る
も
ま
た
半
有
時
な
り
、

か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
き
せ
る
も
ま
た
錯
有
時
な
り
、

か
れ
を
し
て
眉
を
揚
げ
目
を
瞬
き
せ
ざ
る
も
ま
た
錯
々
有
時
な
り
。〉

二
十
三
の
一　

向
来
の
尊
宿
と
も
に
恁
麼
い
ふ
と
も
、
さ
ら
に
道
取
す
べ

き
と
こ
ろ
な
か
ら
ん
や
。
い
ふ
べ
し
、

意
句
半
到
也
有
時
、
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意
句
半
不
到
也
有
時
。

（
こ
れ
ま
で
優
れ
た
祖
師
た
ち
は
み
な
そ
の
よ
う
に
い
う
と
し
て
も
、
そ

れ
を
さ
ら
に
越
え
て
い
う
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
い

う
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
が
半
分
到
る
こ
と
も
有
時
で
あ
り
、

こ
こ
ろ
と
こ
と
ば
が
半
分
到
ら
な
い
こ
と
も
ま
た
有
時
で
あ
る
。）

こ
れ
は
前
の
第
二
十
二
段
落
の
「『
意
』
は
現
成
公
案
の
時
な
り
、『
句
』

は
向
上
関

の
時
な
り
」
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
祖
師
た
ち
に

よ
っ
て
こ
と
ば
が
残
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
越
え
出
て
、
言
語
表
現
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
句
が
半
分
し
か
到
ら
な
く
て
も
、
そ
れ
も
一

つ
の
現
成
で
あ
り
有
時
で
あ
る
。
意
句
が
半
分
に
も
到
ら
な
く
て
も
、
そ
れ

も
一
つ
の
現
成
で
あ
り
有
時
な
の
だ
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
が

到
ろ
う
が
、
到
る
ま
い
が
、
句
が
半
分
し
か
到
ら
な
く
て
も
、
半
分
も
到
ら

な
く
て
も
、
具
体
的
に
起
き
て
い
る
事
象
も
、
具
体
的
に
存
在
し
て
い
る
存

在
も
、
実
際
に
生
じ
、
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
現
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

有
時
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

二
十
三
の
二　

か
く
の
ご
と
く
の
参
究
あ
る
べ
き
な
り
。

教
伊
揚
眉
瞬
目
也
半
有
時
、

教
伊
揚
眉
瞬
目
也
錯
有
時
、

不
教
伊
揚
眉
瞬
目
や
錯
々
有
時
。

（
こ
の
よ
う
に
参
究
す
る
べ
き
で
あ
る
。

か
れ
に
眉
を
揚
げ
さ
せ
目
を
瞬
き
さ
せ
る
の
も
半
分
の
有
時
で
あ
り
、

か
れ
に
眉
を
揚
げ
さ
せ
目
を
瞬
き
さ
せ
る
の
も
錯
（
乱
れ
た
）
の
有
時
で

あ
り
、

か
れ
に
眉
を
揚
げ
さ
せ
ず
目
を
瞬
き
さ
せ
な
い
の
も
錯
々
の
有
時
で
あ
る
。）

半
分
で
あ
ろ
う
が
、
乱
れ
て
い
よ
う
が
、
乱
れ
に
乱
れ
て
い
よ
う
が
、
現

成
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
具
体
的
に
生
じ
て
い
る
か
ぎ
り
、
さ

ら
に
言
い
換
え
れ
ば
時
間
・
空
間
の
な
か
に
あ
る
も
の
は
、
み
な
有
時
な
の

で
あ
る
。

第
二
十
四
段
落

恁
麼
の
ご
と
く
参
来
参
去
、
参
到
参
不
到
す
る
、
有
時
の
時
な
り
。（
こ

の
よ
う
に
、
参
究
に
来
て
ま
た
去
る
、
参
究
が
到
り
ま
た
到
ら
な
い
、
み
な

有
時
の
時
間
で
あ
る
。）

正
法
眼
蔵
有
時
第
二
十

　

仁
治
元
年
庚か

の
え
ね子
開
冬
日
書
子
興
聖
宝
林
寺

　

寛
元
癸み

ず
の
と
う卯
夏
安
居
書
写　

懐え
じ
よ
う弉

（
正
法
眼
蔵
有
時
第
二
十

仁
治
元
年（
１
２
４
０
）庚
子
十
一
月
一
日
に
、
興
聖
宝
林
寺
で
書
い
た
。

寛
元
元
年（
１
２
４
３
）癸
卯
、
夏
安
居
に
書
写
し
た
。
懐
弉
）
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○
お
わ
り
に

仏
教
で
は
「
十
難
無
記
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
世
界
は
時

間
上
有
限
か
無
限
か
、
ま
た
世
界
は
空
間
上
有
限
か
無
限
か
、
と
い
っ
た

形
而
上
学
的
な
問
い
を
「
十
難
」
と
呼
び
、
釈
迦
は
こ
の
十
難
に
は
「
無

記
」
を
貫
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
形
而
上
学
的
な
議
論
は
「
戯

論
」
と
呼
ば
れ
、
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
仏
教
は
苦
の
生
じ
る
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
苦
を
完
全
に
止
滅
さ
せ
る
こ
と
を
目

指
し
て
い
る
。

そ
し
て
道
元
は
「
有
時
」
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
、
ま
た
事
象

や
存
在
が
ど
の
よ
う
に
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
そ
し
て
事
象
や
存
在
の
立
ち
現
れ
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、
道
元
は
こ
こ
で
時
間
を
基
軸
と
し

て
空
の
形
而
上
学
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
空
の
形
而
上
学
の
原
理
は
非
常
に
単
純
で
あ
る
。「
一
切
は
空
に

お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
生
じ
る
。」
道
元
は
「
有
時
」
に
お
い
て
、
こ
の
原

理
を
徹
底
的
に
展
開
し
て
、「
空
」
そ
の
も
の
を
見
定
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

目
の
前
に
あ
る
こ
の
椅
子
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
に
お
け
る
す
べ
て
の

事
物
と
縁
起
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
椅
子
の
立
ち
現
れ
を
基
軸

と
し
て
時
間
・
空
間
上
の
す
べ
て
の
事
物
が
立
ち
現
れ
て
い
る
。
あ
る
い

は
、
こ
の
椅
子
が
現
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
切
が
現
成
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
空
の
形
而
上
学
と
い
え
ど
も
所
詮
こ
と
ば
に
よ
る
「
戯
論
」

に
す
ぎ
な
い
。「
分
別
す
る
こ
と
」「
分
節
化
す
る
こ
と
」「
差
別
す
る
こ
と
」

「
概
念
化
す
る
こ
と
」「
意
味
付
け
す
る
こ
と
」
そ
し
て
「
言
語
表
現
す
る

こ
と
」
を
「
知
性
」
と
い
う
こ
と
ば
で
代
表
さ
せ
る
な
ら
ば
、
人
間
の
知

性
は
、
不
分
別
・
無
分
節
・
無
差
別
・
無
概
念
・
無
意
味
そ
し
て
無
言
語
で
、

全
体
で
一
つ
の
「
空
」
そ
の
も
の
を
直
接
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
二
つ
の
言
葉
が
思
い
出
さ
れ
る
。
一
つ
は
龍
樹
の
『
中
論
』
第

二
四
章
第
一
〇
偈
頌
の
「
世
俗
の
表
現
に
依
存
し
な
い
で
は
、
究
極
の
真

理
を
説
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
究
極
の
真
理
に
到
達
し
な
い
な
ら
ば
、
ニ

ル
ヴ
ァ
ー
ナ
を
体
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
最
後
の
こ
と
ば
「
７�

語

り
え
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
で
あ
る
。

で
は
道
元
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。「
有
時
」第
十
一
段
落
に
お
い
て
、「
時

間
と
は
や
っ
て
来
て
過
ぎ
去
る
も
の
だ
と
理
解
し
て
、
真
実
の
法
に
し
た
が

う
『
有
時
』
な
の
だ
、
と
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
人
が
い
な
い
。
ま
し
て
や
、

『
透
関
』
つ
ま
り
い
っ
た
ん
到
達
し
た
境
地
を
、
さ
ら
に
超
越
し
て
先
に
行

く
こ
と
の
で
き
る
人
は
い
ま
い
。
た
と
え
、
真
実
の
法
に
し
た
が
っ
て
い
る

こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
す
で
に
一
切
が
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
生

じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
、
誰
が
上
手
に
こ
と
ば
で

表
現
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ず
っ
と
以
前
か
ら
恁
麼
つ
ま
り
『
空
』の
真
理
を

こ
と
ば
で
表
現
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
人
で
も
、
そ
の
真
実
の
面
目
が
現

前
し
て
い
る
こ
と
を
手
探
り
で
探
し
て
い
る
人
ば
か
り
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

ど
れ
だ
け
知
性
を
展
開
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
こ
と
ば
を
尽
く
し
て
も
、

「
空
」
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
固
定
化
さ
れ
た
最
終
的
な
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『
正
法
眼
蔵
』「
有
時
」
読
解�

二
八

知
と
い
っ
た
ゴ
ー
ル
は
あ
り
え
な
い
。
逆
に
、
知
性
自
体
に
は
限
界
が
あ
り
、

知
性
に
は
様
々
な
罠
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
、

知
性
の
働
き
で
あ
る
。
知
性
は
不
断
に
自
身
を
戒
め
続
け
て
い
か
な
く
て
は

な
ら
な
い
。『
論
理
哲
学
論
考
』
風
に
い
え
ば
、「
語
り
え
ぬ
も
の
で
あ
る
こ

と
を
、
語
り
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

文
献
表

○
道
元

・
水
野
弥
穂
子
校
注
、『
正
法
眼
蔵
（
全
四
巻
）』、
岩
波
文
庫
、
１
９
９
０
～

１
９
９
３
年
。

・
鏡
島
元
隆
監
修
、『
原
文
対
照
口
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
（
全
十
七
巻
）』、
春
秋
社
、

１
９
９
９
～
２
０
０
１
３
年
。

・
増
谷
文
雄
訳
、『
正
法
眼
蔵
（
全
八
巻
）』、
講
談
社
学
術
文
庫
、
２
０
０
４
～

２
０
０
５
年
。

・
石
井
恭
二
注
釈
・
現
代
訳
、『
正
法
眼
蔵
（
全
四
巻
・
別
巻
）』
河
出
書
房
新
社
、

１
９
９
６
～
１
９
９
８
年
。

・
森
本
和
夫
、『『
正
法
眼
蔵
』
読
解
（
全
十
巻
）』、
筑
摩
書
房
、
２
０
０
３
～

２
０
０
５
年
。

・
西
嶋
和
夫
、『
口
語
訳　

正
法
眼
蔵
（
全
十
二
巻
）』、
金
沢
文
庫
、
１
９
７
０
～

１
９
７
９
年
。

○
そ
の
他
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ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（L.�W

ittgenstein

）、『
論
理
哲
学
論
考
』：T

ractatus�
Logico-Philosophicus,�Routledge�&

�K
egan　

Paul,1922
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邦
訳
：『
論
理
哲

学
論
考
』、
坂
井
秀
寿
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
１
９
６
８
年
：『
論
理
哲
学
論
考
』、

奥
雅
博
訳
、『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
１
』、
大
修
館
書
店
、
１
９
７
５
年
：

黒
崎
宏
訳
・
解
説
、『『
論
考
』『
青
色
本
』
読
解
』、
産
業
図
書
、
２
０
０
１
年
：

野
矢
茂
樹
訳
、『
論
理
哲
学
論
考
』、
岩
波
書
店
、
２
０
０
３
年
。

・
龍
樹
（
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
）、『
中
論
』：
中
村
元
、『
龍
樹
』、
講
談
社
学
術
文
庫
、

２
０
０
２
年
、
所
収
。

・
塚
原
典
央
、「
言
語
ゲ
ー
ム
と
縁
起
―
―
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
言
語
批
判
哲
学
―
―
」、『
福
井
県
立
大
学
論
集
』
第
５
２
号
、

２
０
１
９
年
。

・
塚
原
典
央
、「
縁
起
・
無
自
性
・
空
―
―
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
龍
樹
へ
、

そ
し
て
道
元
へ
―
―
」、『
福
井
県
立
大
学
論
集
』
第
５
３
号
、
２
０
２
０
年
。

注（
１
）��『
永
平
広
録
』
上
堂
９
８
、９
９
。
鏡
島
元
隆
監
修
、『
原
文
対
照
口
語
訳　

道
元

禅
師
全
集
』
第
十
巻
。

（
２
）��「
一
切
は
空
に
お
い
て
縁
起
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
主
張
つ
ま
り

空
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
塚
原
、「
言
語
ゲ
ー
ト
縁
起
」
及
び
「
縁
起
・
無
自
性
・

空
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
３
）��「
有
時
」
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
鏡
島
元
隆
監
修
、『
原
文
対
照
口
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』
第
三
巻
「
有
時
」
に
し
た
が
っ
た
。
口
語
訳
に
つ
い
て
は
文

献
表
に
あ
る
現
代
語
訳
を
適
宜
参
照
し
た
。

（
４
）��「
有
時
」の
読
み
方
は
、
鏡
島
元
隆
監
修
、『
原
文
対
照
口
語
訳　

道
元
禅
師
全
集
』

第
三
巻
「
有
時
」
に
し
た
が
っ
た
。
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