
た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
与
り
ま
し
た
愛
知
学
院
大
学
の
蓑
輪
と
申
し
ま
す
。
大
学
に
奉
職
致
し
ま
し
て
、
今
年
で
丁
度
五
年
目
に
な
り
ま

す
。
大
学
で
は
日
本
文
化
学
科
に
所
属
し
て
お
り
ま
し
て
、
最
近
文
化
と
い
う
視
点
か
ら
仏
教
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
を
い
た
し
て
お
り

ま
す
。
実
は
大
学
時
代
に
学
ん
だ
仏
教
学
を
直
接
そ
の
ま
ま
の
形
で
講
義
の
中
に
出
す
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
に
お
り
ま

す
。
で
も
逆
に
そ
れ
が
、
今
、
私
に
と
り
ま
し
て
は
大
変
良
い
刺
激
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
「
禅
と
日
本
文
化
」
と
い
う
講
義
を
担

当
し
て
い
ま
す
が
、
今
ま
で
仏
教
学
だ
け
で
は
見
る
こ
と
の
な
か
っ
た
側
面
を
み
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
に
と
っ
て
は
却
っ
て
そ
れ

で
よ
か
っ
た
と
最
近
で
は
思
う
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

今
日
の
話
は
、
学
位
論
文
に
纒
め
ま
し
た
こ
と
に
基
づ
き
な
が
ら
、
最
近
考
え
て
い
る
こ
と
を
中
心
に
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
「
中
世
南
都
に
お
け
る
戒
律
の
復
興
」
と
い
う
題
で
出
し
ま
し
た
が
、
関
心
は
、
日
本
人
の
僧
侶
た
ち
が
戒
律
を
ど
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
受
け
止
め
て
き
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
ま
た
、
戒
律
と
実
際
の
生
活
と
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
戒
律
は
僧
侶
た
ち
の
日
常
の
生
活
習
慣
と
非
常
に
密
接
に
関
わ
っ
て
来
ま
す
の
で
、
ど
う
い
う
生
活
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
僧
侶
た
ち
の
拡
大
再
生
産
と
い
い
ま
す
か
、
僧
伽
に
入
っ
て
く
る
そ
の
入
り
方
、
入
門
の
儀
礼

み
た
い
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
も
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
遂
げ
て
き
た
の
か
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
持
っ
て
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
日
本
に

〔
講
演
録
〕

中
世
南
都
に
お
け
る
戒
律
の
復
興

一 玲跨

哀

輪

顕
量
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実
際
に
日
本
に
仏
教
が
紹
介
さ
れ
て
か
ら
長
い
年
月
が
経
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は
飛
鳥
や
奈
良
の
地
で
大
き
な
展
開
を
し
ま
す
が
、
戒

律
を
考
え
て
い
く
上
で
大
き
な
ピ
ー
ク
と
い
う
の
が
何
回
か
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
。
ま
ず
、
最
初
の
ピ
ー
ク
に
な
る
の

は
鑑
真
の
来
朝
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
鑑
真
の
来
朝
以
前
の
戒
律
の
受
容
に
関
し
ま
し
て
は
、
余
り
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
歴

史
学
方
面
か
ら
研
究
す
る
人
た
ち
の
意
見
に
依
り
ま
す
と
、
『
四
分
律
」
に
基
づ
い
て
布
薩
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
ま
す
が
、
戒
に
権
威
的
な
も
の
が
な
い
と
い
う
か
、
正
統
性
が
な
い
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
や
が
て
、
大
安
寺

系
の
僧
侶
と
興
福
寺
系
の
僧
侶
と
の
間
に
勢
力
争
い
が
起
こ
り
、
そ
の
解
消
の
手
段
と
し
て
授
戒
師
の
招
請
が
発
案
さ
れ
ま
し
た
。
中
国

か
ら
戒
師
を
招
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
自
の
新
し
い
体
制
を
作
っ
て
い
こ
う
と
し
た
よ
う
で
す
。
こ
う
し
て
鑑
真
の
来
朝
が
準
備
さ
れ

ま
し
た
。
戒
律
に
関
す
る
最
初
の
ピ
ー
ク
は
、
こ
の
鑑
真
の
来
朝
時
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
次
が
、
最
澄
に
よ
る
大
乗
戒
の
主
張
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
南
都
を
中
心
と
し
て
で
き
上
が
っ
た
体
制
に
対
し
ま
し
て
、
新
し
い

視
点
か
ら
改
革
運
動
が
進
め
ら
れ
た
の
で
す
。
最
澄
に
よ
る
大
乗
戒
の
主
張
と
は
、
『
律
蔵
」
に
説
か
れ
る
具
足
戒
と
呼
ば
れ
る
戒
を
受

持
す
る
こ
と
だ
け
で
出
家
の
大
僧
と
し
て
い
い
の
か
と
い
う
、
大
変
に
興
味
深
い
視
点
を
含
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
教
理
的
な
問
題
も

含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
多
分
に
天
台
宗
の
教
団
の
独
立
と
い
う
よ
う
な
動
き
も
含
ま
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
こ
に
一
つ
の
大
き
な
流
れ
と
言

い
ま
す
か
、
ピ
ー
ク
が
や
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
次
の
大
き
な
ピ
ー
ク
に
な
る
の
は
中
世
の
初
頭
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
が
私
が
学
位
論
文
で
纒
め
た
部
分
で
す
。
こ
の
時
代
の

運
動
が
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
形
成
し
ま
す
。

は
戒
律
は
根
付
か
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
が
、
実
際
に
そ
う
な
の
か
、
そ
の
辺
も
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

｜
戒
律
へ
の
関
心
の
高
ま
り

61



そ
の
後
の
ピ
ー
ク
は
江
戸
時
代
の
初
期
く
ら
い
に
参
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
も
戒
律
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
大
き
な
運
動
が
展
開

致
し
ま
す
。
中
世
の
律
宗
の
人
た
ち
の
運
動
と
言
い
ま
す
の
は
、
室
町
の
後
半
期
頃
に
は
、
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
し
て
、
近
世
の
時
代
に
入
る
前
に
、
ま
た
戒
律
の
復
興
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考
え
る
人
が
登
場
致
し
ま
す
。
こ
れ
が
槇
尾
山

に
住
ん
で
い
ま
し
た
明
忍
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
は
ご
自
身
が
中
国
ま
で
行
っ
て
正
式
の
受
戒
を
し
て
こ
よ
う
と
考
え
ま
し
て

対
馬
ま
で
渡
り
ま
す
が
、
対
馬
で
病
股
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
明
忍
の
遺
志
を
受
け
継
い
だ
人
た
ち
が
、
近
世
の
戒
律
に
関
す
る

大
き
な
連
動
を
起
こ
し
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
形
成
し
ま
す
。
こ
れ
が
四
番
目
の
ピ
ー
ク
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
の
後
の
ピ
ー
ク
は
江
戸
時
代
の
初
期
く
ら
い
に
参
り
ま
す
。
こ
の
時
期
に
も
戒
律
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
大
き
な
運
動
が
展
開

致
し
ま
す
。
中
世
の
律
宗
の
人
た
ち
の
運
動
と
言
い
ま
す
の
は
、
室
町
の
後
半
期
頃
に
は
、
は
っ
き
り
し
な
く
な
っ
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
し
て
、
近
世
の
時
代
に
入
る
前
に
、
ま
た
戒
律
の
復
興
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
考
え
る
人
が
登
場
致
し
ま
す
。
こ
れ
が
槇
尾
山

に
住
ん
で
い
ま
し
た
明
忍
と
い
う
方
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
は
ご
自
身
が
中
国
ま
で
行
っ
て
正
式
の
受
戒
を
し
て
こ
よ
う
と
考
え
ま
し
て
、

対
馬
ま
で
渡
り
ま
す
が
、
対
馬
で
病
股
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
、
明
忍
の
遺
志
を
受
け
継
い
だ
人
た
ち
が
、
近
世
の
戒
律
に
関
す
る

大
き
な
連
動
を
起
こ
し
ま
す
。
そ
し
て
ま
た
一
つ
の
ピ
ー
ク
を
形
成
し
ま
す
。
こ
れ
が
四
番
目
の
ピ
ー
ク
に
な
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
の
次
の
ピ
ー
ク
は
明
治
に
な
っ
た
頃
だ
と
思
い
ま
す
。
神
仏
分
離
や
「
妻
帯
勝
手
た
る
べ
き
事
」
な
ど
の
方
針
が
明
治
新
政
府
か
ら

次
々
に
打
ち
出
さ
れ
ま
す
が
、
多
く
の
宗
派
の
方
達
が
や
は
り
戒
律
に
関
心
を
持
ち
ま
し
て
復
興
運
動
を
展
開
し
ま
す
。
少
し
時
期
が
早

め
で
す
が
、
日
蓮
宗
系
で
は
日
臨
が
登
場
し
、
戒
律
に
関
心
を
示
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
福
田
行
誠
と
い
う
方
が
目
白
僧
園
を
作
り
活
躍
い

た
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
何
人
か
の
方
た
ち
が
明
治
の
初
期
に
活
躍
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
が
ま
た
一
つ
の
ピ
ー
ク
に
な
る
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
五
回
目
の
ピ
ー
ク
で
す
。

そ
の
後
の
ピ
ー
ク
は
何
時
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
れ
は
ま
だ
は
っ
き
り
し
て
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
最
近
、
西
大
寺
を
中
心
と
致
し
ま
し

て
若
手
の
僧
侶
達
が
戒
律
の
勉
強
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
『
戒
律
文
化
』
と
い
う
雑
誌
を
発
行
し
、
そ
れ
な
り
の
運
動
を
展
開
し
て

い
ま
す
の
で
、
も
し
か
す
る
と
、
こ
れ
が
六
番
目
の
ピ
ー
ク
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
な
れ
ば
大
変
に
興
味
深
く
、
ま
た
そ
う
あ

っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

今
日
の
お
話
は
、
実
は
三
番
目
の
ピ
ー
ク
に
な
り
ま
す
中
世
の
初
期
、
奈
良
の
地
に
お
け
る
戒
律
の
復
興
運
動
に
関
し
て
で
す
。
奈
良

の
地
に
お
け
る
戒
律
の
復
興
運
動
と
い
う
の
は
具
体
的
に
何
が
大
き
な
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
し
て
も
忘
れ
る
こ
と

二
中
世
の
戒
律
復
興
ま
で
の
前
史

戸n
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具
体
的
に
は
、
日
本
の
地
と
い
う
の
は
『
法
華
経
」
を
中
心
と
し
た
大
乗
に
相
応
し
い
「
円
機
已
熟
」
の
地
だ
と
最
澄
は
申
し
ま
す
。

そ
の
「
円
機
已
熟
」
の
地
に
お
け
る
ふ
さ
わ
し
い
大
乗
の
戒
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
そ
こ
で
取
り
挙
げ
ら
れ
て
く
る
の
が

『
梵
網
経
」
に
説
か
れ
る
梵
網
戒
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
『
梵
網
経
」
に
説
か
れ
る
戒
を
受
戒
す
る
こ
と
で
、
大
乗
の
正
式
な
比
丘
に

な
れ
る
と
い
う
の
が
最
澄
の
主
張
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
南
都
側
は
イ
ン
ド
か
ら
の
伝
統
に
則
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
「
四
分
律
」
の
規
定
に
従
い
ま
し
て
、
白
四
翔
磨

と
い
う
作
法
に
よ
り
、
具
足
戒
を
受
戒
し
て
初
め
て
正
式
の
比
丘
に
な
れ
る
と
主
張
し
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
形
式
と
比
べ
て
み
ま
す

と
、
最
澄
の
主
張
す
る
大
乗
戒
は
単
な
る
菩
薩
戒
の
受
戒
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。
最
澄
の
主
張
す
る
比
叡
山
に
お
け
る
大
乗
戒
の
受
戒
だ

け
で
は
正
式
の
比
丘
に
は
な
れ
な
い
と
い
う
の
が
南
都
側
が
常
に
主
張
し
て
い
く
批
判
意
見
で
あ
り
ま
す
。

最
澄
は
「
梵
網
経
」
に
説
か
れ
て
い
る
十
重
四
十
八
軽
戒
を
受
戒
儀
式
に
お
い
て
受
戒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
式
の
大
僧
に
な
れ
る
と

主
張
し
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
南
都
の
僧
綱
の
人
た
ち
か
ら
は
非
常
に
お
か
し
い
と
批
判
さ
れ
、
菩
薩
戒
と
七
衆
戒
を
混
同
し
て
い
る
と

言
わ
れ
ま
す
。
南
都
側
の
文
献
を
見
て
み
ま
す
と
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
最
澄
の
大
乗
戒
に
対
し
て
、
七
衆
戒
と
菩
薩
戒
と
の
混

同
で
あ
る
と
の
批
判
が
登
場
し
ま
す
。
七
衆
戒
と
い
う
の
は
僧
伽
の
構
成
員
で
あ
る
在
家
の
優
婆
塞
、
優
婆
夷
か
ら
、
出
家
の
沙
弥
、
沙

弥
尼
、
式
叉
摩
那
、
比
丘
、
比
丘
尼
に
至
る
ま
で
の
七
つ
の
衆
に
因
ん
だ
呼
び
方
で
す
。
七
衆
の
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
戒
が
存
在
す
る
と

位
置
づ
け
、
五
戒
か
ら
十
戒
そ
し
て
具
足
戒
と
ほ
ぼ
三
つ
に
分
け
て
い
ま
す
が
、
そ
の
七
衆
戒
の
一
つ
で
あ
る
具
足
戒
を
受
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
正
式
の
僧
侶
す
な
わ
ち
比
丘
に
な
る
の
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
菩
薩
戒
で
あ
る
梵
網
戒
を
受
け
る
だ
け
で
正
式
の
一
人

が
、
菩
薩
壬

思
い
ま
す
ｃ

の
で
き
な
い
問
題
が
一
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
最
澄
の
大
乗
戒
の
主
張
と
比
叡
山
の
大
乗
戒
壇
の
存
在
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

最
澄
の
大
乗
戒
の
主
張
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
南
都
側
の
僧
侶
が
位
置
づ
け
る
呼
び
方
で
は
あ
り
ま
す

か
、
菩
薩
戒
を
受
戒
す
る
だ
け
で
正
式
の
比
丘
に
な
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
最
澄
の
主
張
し
た
大
乗
戒
の
中
身
だ
と
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前
の
僧
侶
に
な
る
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
お
か
し
い
と
い
う
主
張
を
ず
っ
と
し
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
実
際
に
最
澄
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
ま
し
た
大
乗
戒
の
受
戒
が
ど
ん
な
形
式
で
な
さ
れ
た
の
か
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
円
珍
の

書
き
込
み
が
残
っ
て
お
り
ま
す
「
授
菩
薩
戒
儀
」
と
い
う
資
料
に
依
り
ま
す
と
、
具
体
的
に
受
持
す
べ
き
も
の
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る

戒
は
『
梵
網
経
」
の
十
重
四
十
八
軽
戒
で
す
。
そ
し
て
受
戒
の
儀
式
の
一
番
重
要
な
部
分
、
こ
れ
は
掲
磨
と
言
わ
れ
る
箇
所
な
ん
で
す
が

そ
こ
で
授
け
ら
れ
る
戒
と
い
う
の
が
実
は
、
三
聚
浄
戒
で
あ
る
と
い
う
の
が
分
か
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
最
澄
の
主
張
で
は
（
「
四
条
式
』
）

仏
戒
に
は
二
つ
が
あ
る
と
さ
れ
、
大
乗
の
大
僧
戒
は
十
重
四
十
八
軽
戒
で
あ
り
、
小
乗
の
大
僧
戒
は
二
百
五
十
戒
、
す
な
わ
ち
律
蔵
に
説

か
れ
る
具
足
戒
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

こ
の
『
授
菩
薩
戒
儀
」
を
見
て
い
き
ま
す
と
、
受
戒
に
実
際
に
使
わ
れ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
掲
磨
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
で
、
三

聚
浄
戒
が
授
け
ら
れ
ま
す
。
文
章
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

こ
の
三
聚
浄
戒
を
今
正
し
く
授
く
可
し
。
汝
等
、
諦
か
に
聴
け
。
汝
等
、
今
我
が
所
に
於
て
一
切
の
菩
薩
の
浄
戒
を
受
け
ん
こ
と
を

求
む
。
一
切
の
菩
薩
の
学
処
を
受
け
ん
こ
と
を
求
む
。
い
わ
ゆ
る
摂
律
儀
戒
、
摂
善
法
戒
、
饒
益
有
情
戒
な
り
。
（
層
教
大
師
全
集
』

三
聚
浄
戒
を
今
授
け
る
け
れ
ど
も
、
お
前
さ
ん
は
こ
の
戒
を
受
持
し
ま
す
か
、
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
て
、
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
「
よ

く
持
つ
」
と
い
う
こ
と
を
受
者
の
方
が
答
え
ま
す
。
そ
の
後
に
具
体
的
に
守
る
べ
き
戒
相
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
も
の
が
出
て
き
ま
す
が
、

こ
の
戒
相
の
中
に
十
重
四
十
八
軽
戒
を
出
す
と
い
う
形
式
が
、
最
澄
が
主
張
し
た
大
乗
戒
の
具
体
的
な
内
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
南
都
側
の
方
が
行
っ
て
き
た
具
体
的
な
受
戒
儀
式
の
在
り
よ
う
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
『
掲
磨
」
の

「
受
戒
法
第
二
」
で
す
。

坐
水
．
む
○

巻
第
一

大
徳
僧
聞
け
、
彼
れ
某
甲
（
受
者
等
の
名
）
和
上
某
甲
（
和
上
の
御
名
）
従
り
具
足
戒
を
受
け
ん
と
す
。
若
し
僧
、
時
至
ら
ば
、
僧

忍
聴
せ
よ
。
（
大
正
蔵
二
三
、
一
○
五
三
下
）

三
二
○
頁
）

戸A
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こ
れ
は
掲
磨
文
の
重
要
な
部
分
で
す
。
南
都
の
伝
統
で
は
、
和
上
、
教
授
師
、
掲
磨
師
と
呼
ば
れ
る
計
三
人
の
先
生
と
七
人
の
證
人
の
方

（
三
師
七
證
）
が
揃
っ
て
初
め
て
授
戒
儀
が
成
立
し
ま
す
。
そ
う
し
て
掲
磨
師
が
掲
磨
の
部
分
を
読
み
上
げ
ま
す
。
あ
る
新
規
の
入
門
希

望
者
の
方
が
い
ま
す
、
こ
の
方
は
誰
そ
れ
さ
ん
を
指
導
教
官
に
し
て
僧
伽
へ
の
入
門
を
希
望
し
て
い
ま
す
、
で
す
か
ら
僧
伽
の
み
な
さ
ん

は
こ
れ
を
承
認
し
ま
す
か
、
と
訊
き
ま
す
。
僧
伽
の
方
々
が
そ
れ
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
黙
っ
て
承
認
し
ま
す
。
そ
の
承
認
の
手
続
き

が
掲
磨
と
呼
ば
れ
ま
す
。
三
度
繰
り
返
さ
れ
て
異
議
が
無
い
時
に
は
三
度
と
も
黙
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
承
認
の
手
続
き
終
了
と
な
り

ま
し
て
、
具
足
戒
が
新
し
い
入
門
希
望
者
に
授
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
直
後
に
、
僧
侶
の
世
界
に
入
っ
て
き
て
、
戒
律
の
規
則
の
中
で
も
教
団
追
放
に
な
る
重
要
な
行
為
を
し
な
い
こ
と
が
誓
わ
れ
ま
す
。

も
し
そ
の
場
で
教
え
て
お
か
な
い
と
、
犯
し
た
時
に
憎
伽
か
ら
追
放
に
な
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
女
性
と
性
関
係
を
持
た
な
い
、
盗
み

を
し
な
い
、
殺
人
を
犯
さ
な
い
、
悟
り
を
得
て
い
な
い
の
に
得
た
と
い
う
嘘
を
つ
か
な
い
（
婬
・
盗
・
殺
・
妄
の
四
波
羅
夷
法
と
言
い
ま

す
）
と
い
う
四
つ
の
重
要
な
法
の
受
持
を
誓
わ
せ
ま
す
。
こ
れ
ら
は
イ
ン
ド
か
ら
の
伝
統
で
し
た
。
こ
の
四
つ
を
保
つ
か
ど
う
か
を
聞
き
、

受
者
の
方
は
そ
れ
に
対
し
て
「
よ
く
持
つ
」
と
答
え
ま
す
。

そ
れ
か
ら
基
本
的
な
生
活
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
ま
す
四
依
法
を
誓
わ
せ
ま
す
。
こ
れ
は
樹
下
に
お
い
て
生
活
を
す
る
、
乞
食
に
よ
っ
て
生

活
を
す
る
、
陳
棄
薬
と
い
う
薬
を
病
気
の
時
に
用
い
る
、
糞
雑
衣
に
よ
っ
て
生
活
を
す
る
と
い
う
四
つ
で
す
。
こ
れ
ら
の
四
依
法
も
受
戒

の
儀
式
の
際
に
誓
い
ま
し
て
、
こ
れ
で
一
応
、
受
戒
の
儀
式
が
終
わ
る
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
入
門
の
儀
礼
が
終

わ
っ
た
後
に
、
実
際
に
は
道
宣
の
「
四
分
律
行
事
紗
』
や
法
励
の
『
四
分
律
疏
」
と
か
を
一
ヶ
月
く
ら
い
の
期
間
に
わ
た
っ
て
勉
強
し
ま

す
。
こ
れ
で
僧
侶
と
し
て
正
式
の
生
活
習
慣
に
関
す
る
も
の
は
一
通
り
学
び
終
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、

受
戒
儀
を
経
て
律
学
の
勉
強
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
僧
侶
の
一
生
の
内
に
は
必
ず
有
っ
た
よ
う
で
す
。

こ
れ
に
対
し
ま
し
て
最
澄
の
方
は
、
南
都
で
は
菩
薩
戒
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
三
聚
浄
戒
を
受
戒
し
、
十
重
四
十
八
軽
戒
の
戒
を
具

体
的
に
守
り
ま
す
と
誓
っ
て
、
そ
れ
で
一
人
前
の
大
僧
に
な
る
と
主
張
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
大
変
な
問
題
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
閖



南
都
側
の
方
で
は
当
時
、
僧
綱
の
代
表
で
も
あ
っ
た
護
命
と
い
う
僧
侶
が
正
面
切
っ
て
反
対
を
唱
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
朝
廷
に
よ
っ

て
最
澄
の
没
後
七
日
目
に
認
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
比
叡
山
に
大
乗
の
戒
壇
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
比
叡
山
に
お
い
て
受
戒
し
た

者
も
正
式
の
比
丘
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
辺
が
、
や
は
り
日
本
の
仏
教
を
考
え
る
上
で
、
朝
廷

と
い
う
政
治
勢
力
と
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
一
番
典
型
的
な
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
平
安
時
代
の
初
頭
に
は
、
東
大
寺
の
戒
壇
院
等
の
天
下
の
三
戒
壇
に
お
い
て
受
戒
を
し
た
憎
侶
達
と
、
比
叡
山
の
大
乗
戒
壇

に
お
い
て
大
乗
戒
を
受
け
て
僧
侶
に
な
っ
た
人
た
ち
が
、
両
方
と
も
国
家
に
公
認
さ
れ
た
僧
侶
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
こ
う
な
り
ま
す
と
南
都
系
の
人
た
ち
の
中
に
、
自
分
た
ち
の
受
戒
が
最
澄
の
主
張
す
る
大
乗
の
戒
に
劣
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

意
識
を
持
つ
人
た
ち
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
も
必
然
的
な
流
れ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
南
都
で
僧
侶
に
な
っ
て
沙
弥
を
し
て
い
る
方
達
の
中

に
も
、
正
式
に
大
僧
に
な
る
受
戒
儀
礼
は
、
比
叡
山
の
大
乗
戒
壇
で
受
け
た
い
と
い
う
希
望
者
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
実

は
大
変
大
き
な
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
朝
廷
の
方
は
こ
れ
に
対
し
て
南
都
で
出
家
を
し
た
者
は
比
叡
山
に
上
っ
て
受
戒
を
し
て
は
い
け
な

い
と
い
う
こ
と
を
「
延
喜
式
」
の
中
で
規
定
し
ま
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
逆
に
考
え
ま
す
と
、
南
都
側
の
具
足
戒
に
対
す
る
意
識
み
た
い

な
も
の
が
、
叡
山
の
大
乗
戒
が
存
在
す
る
た
め
に
少
し
ず
つ
変
化
を
被
り
、
変
質
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
南
都
の
僧
侶
達
が
叡
山
の
も
の
を
認
め
た
か
と
言
う
と
、
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
院
政
時
代
に

な
っ
て
も
、
実
は
興
福
寺
系
の
僧
侶
達
の
中
に
、
最
澄
の
主
張
し
た
叡
山
の
大
乗
戒
に
対
し
て
、
執
捌
な
反
対
意
見
が
ず
っ
と
続
い
て
い

き
ま
す
。
興
福
寺
の
僧
侶
で
恩
覚
と
い
う
方
が
い
ま
す
。

こ
の
恩
覚
と
い
う
人
物
は
大
変
に
面
白
い
人
物
で
す
。
院
政
期
当
時
、
仏
教
界
で
非
常
に
大
き
な
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
寺
院
と
し
て
、

や
が
て
四
箇
大
寺
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
ま
す
寺
院
（
興
福
寺
、
東
大
寺
、
比
叡
山
延
暦
寺
、
三
井
園
城
寺
）
と
、
院
の
御
願
寺
と
し
て

成
立
い
た
し
ま
し
た
法
勝
寺
、
そ
し
て
法
親
王
が
住
し
た
仁
和
寺
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
な
か
で
も
、
法
勝
寺
は
、
時
の
権
力
者
で
あ

ｈ
イ
ま
半
９
．
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況
や
十
重
禁
戒
四
十
八
軽
戒
を
出
家
大
戒
と
為
す
事
を
。
梵
網
・
瑛
塔
・
善
戒
・
持
地
等
の
聖
教
に
全
く
其
の
説
無
し
。
菩
薩
戒
と

は
三
界
五
趣
、
在
家
出
家
、
之
を
通
じ
て
受
く
。
：
…
・
設
い
菩
薩
と
雌
も
比
丘
戒
を
受
け
ざ
れ
ば
、
是
れ
比
丘
衆
に
非
ず
。
（
「
大
日

本
仏
教
全
書
』
一
二
四
、
九
一
下
）

つ
ま
り
具
足
戒
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
比
丘
の
衆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
奏

上
」
と
い
う
の
は
応
保
二
（
二
六
二
）
年
で
す
か
ら
、
院
政
期
も
後
半
の
ほ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
南
都
側
の
人
た
ち
は
叡
山
に
対
し
て
、

朝
廷
に
認
め
ら
れ
て
正
式
の
戒
壇
が
あ
っ
て
、
い
わ
ば
国
家
僧
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
や
は
り
正
式
で
は
な
い

の
だ
と
い
う
こ
と
を
執
拘
に
言
い
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
現
実
問
題
と
し
て
叡
山
の
僧
侶
達
は
た
く
さ
ん
輩
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
南
都
側
も
、
対
抗
措

置
と
で
も
言
い
ま
す
か
、
そ
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
新
た
な
位
置
づ
け
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
が
生
じ
て
き
て
い
て
、
新
し

い
運
動
を
準
備
す
る
人
た
ち
が
登
場
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

そ
の
一
番
の
重
要
な
人
物
が
唐
招
提
寺
の
中
興
の
祖
と
さ
れ
ま
す
覚
盛
と
い
う
人
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
覚
盛
と
言
う
方
が
非
常
に
重

要
な
働
き
を
し
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
覚
盛
が
活
躍
す
る
前
か
ら
、
南
都
側
に
お
き
ま
し
て
も
戒
律
の
問
題
に
つ
い
て
関
心
を
抱

歩
ロ
、
ｅ
、
戸

圭
一
旬
‐
Ｌ
‐
寸
卦
、
Ｌ

、
Ｌ
１
千
八
咽
２
Ｊ
。
Ｕ
■
８
Ｌ

文
章
で
す
。

り
ま
し
た
白
河
上
皇
に
よ
っ
て
造
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
大
勢
を
誇
り
ま
し
た
。
ま
た
法
勝
寺
の
僧
侶
は
、
南
都
系
の
出
身
者
と
北
嶺
系
の

出
身
者
が
共
住
す
る
と
い
う
、
少
し
変
わ
っ
た
地
位
に
あ
る
寺
院
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
法
勝
寺
に
最
終
的
に
は
住
持
し
て
い
た
恩
覚

と
い
う
僧
侶
が
、
叡
山
の
大
乗
戒
に
対
し
て
批
判
を
述
べ
、
朝
廷
に
奏
状
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
「
応
和
宗
論
記
並
恩
覚
奏
」
と

い
う
記
録
で
す
。
読
ん
で
み
ま
す
。

南
都
の
具
足
戒
は
唯
だ
声
聞
の
小
戒
と
云
う
事
。

は
、
比
叡
山
側
は
南
都
の
具
足
戒
は
声
聞
の
小
戒
で
あ
る
と
言
っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
実
は
全
く
違
う
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
く
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く
僧
侶
達
が
何
人
も
輩
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

一
番
最
初
に
登
場
す
る
人
物
が
誰
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
が
中
川
実
範
（
？
’
一
二
四
）
で
す
。
平
安
時
代
の
後
期
と
い
っ
た
方

が
い
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
興
福
寺
系
の
僧
侶
で
す
。
こ
の
方
が
最
初
期
を
飾
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
東
大
寺
の
戒
壇
院
等
で
行
わ
れ

る
、
い
わ
ば
朝
廷
が
公
認
し
た
南
都
系
の
戒
壇
に
お
け
る
受
戒
と
い
う
も
の
が
形
式
だ
け
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
南
都
の
受
戒
を
も

う
一
度
き
ち
ん
と
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
言
い
始
め
ま
す
。
こ
の
実
範
が
、
鑑
真
の
弟
子
の
法
進
が
作
っ
た
「
東
大
寺
受
戒
方
軌
」
に
則

る
形
で
、
『
東
大
寺
戒
壇
院
受
戒
式
」
と
い
う
も
の
を
作
っ
て
残
し
て
い
ま
す
。

実
範
は
真
言
宗
の
僧
侶
と
し
て
多
く
の
著
作
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
戒
律
に
関
系
す
る
と
こ
ろ
は
今
ひ
と
つ
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ

ん
。
大
乗
の
三
聚
浄
戒
に
対
す
る
位
置
づ
け
、
大
乗
戒
に
関
す
る
受
戒
の
作
法
書
の
よ
う
な
も
の
、
且
つ
具
足
戒
の
受
戒
の
作
法
書
の
よ

う
な
も
の
も
残
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
戒
律
に
関
す
る
関
心
を
か
な
り
強
く
持
っ
た
最
初
期
の
人
物
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
次
に
登
場
致
し
ま
す
の
が
、
解
脱
房
貞
慶
（
二
五
五
’
一
二
一
三
）
で
あ
り
ま
す
。
貞
慶
が
、
南
都
の
戒
律
復
興
運
動
を
考
え
て

い
く
上
で
は
、
連
続
す
る
運
動
の
一
番
最
初
期
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
貞
慶
が
い
ろ
ん
な
資
料
を
残

し
て
お
り
ま
す
。
戒
律
に
関
す
る
こ
と
で
は
興
福
寺
の
当
時
の
僧
侶
達
の
状
況
を
「
解
脱
上
人
戒
律
興
行
願
書
」
と
い
う
資
料
に
残
し
て

い
ま
す
。
そ
の
文
章
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

東
西
の
金
堂
衆
は
、
則
ち
そ
れ
律
家
な
り
。
錨
真
和
尚
を
以
て
祖
師
と
し
、
曇
無
徳
部
を
以
て
本
教
と
し
、
持
衣
以
後
、
殊
に
律
宗

と
称
す
。
大
小
の
十
師
、
昇
進
す
る
に
限
り
有
り
。
戒
和
尚
を
以
て
黍
な
く
も
極
位
と
称
す
。
（
中
略
）
南
都
の
受
戒
は
、
惣
じ
て

は
七
大
諸
寺
、
別
し
て
は
両
堂
の
十
師
、
勅
宣
に
よ
り
て
こ
れ
を
行
い
、
儀
式
甚
だ
厳
然
た
り
。
含
鎌
倉
旧
仏
教
」
日
本
思
想
大
系
、

一
○
頁
）

｜
｜
｜
南
都
に
お
け
る
戒
律
復
興
初
期
の
動
向
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学
侶
と
い
う
の
は
学
問
を
專
ら
に
す
る
方
た
ち
で
す
。
堂
衆
と
い
う
の
は
勉
強
も
す
る
ん
で
す
け
ど
、
様
々
な
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
ま

す
。
季
節
に
な
り
ま
す
と
山
の
中
を
歩
き
回
っ
た
り
し
て
お
り
、
修
験
と
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
僧
侶
世
界
が
学
侶
と
堂
衆

と
言
わ
れ
る
二
つ
の
身
分
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
き
ま
す
。
今
の
大
学
に
な
ぞ
ら
え
て
み
れ
ば
、
学
生
さ
ん
は
皆
一
所
懸
命
勉
強
し
ま
す

し
実
践
的
な
こ
と
も
し
ま
す
が
、
一
般
的
な
学
生
さ
ん
は
堂
衆
に
相
当
す
る
で
し
ょ
う
。
学
生
の
中
か
ら
は
専
門
的
に
研
究
す
る
た
め
に

大
学
院
に
進
む
人
が
出
て
き
ま
す
が
、
此
方
の
方
達
が
学
侶
と
言
っ
て
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

僧
侶
の
世
界
の
中
で
は
学
侶
を
中
心
と
し
て
様
々
な
も
の
が
動
い
て
い
き
ま
す
。
僧
侶
の
世
界
の
中
の
階
層
秩
序
を
構
成
し
て
い
ま
す

官
職
を
考
え
て
み
ま
す
。
僧
正
、
僧
都
、
律
師
、
あ
る
時
代
か
ら
は
法
橋
、
法
印
、
法
務
と
い
う
の
が
加
わ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
官
職
名

が
存
在
し
ま
す
が
、
起
源
は
天
武
朝
頃
に
あ
り
、
平
安
時
代
の
初
期
く
ら
い
に
で
き
あ
が
っ
た
僧
綱
の
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。
し
か
し
、
院

政
期
の
頃
に
は
実
質
的
な
機
能
を
果
た
さ
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
僧
侶
世
界
の
戒
相
秩
序
を
構
成
す
る
名
称
と
し
て
ず
っ
と

使
わ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
現
在
の
各
宗
派
の
中
に
も
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
僧
綱
等
に
任
命
さ
れ
て
い
く
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
大
き

く
二
つ
の
も
の
が
存
在
し
ま
し
た
。
法
会
に
よ
る
功
労
と
修
法
に
よ
る
功
労
で
す
。
ま
た
実
際
に
は
前
任
者
に
よ
る
推
薦
も
有
り
ま
し
た
。

法
会
の
功
労
と
は
、
格
式
の
高
い
法
会
に
お
い
て
聴
衆
、
講
師
等
を
勤
め
る
こ
と
を
具
体
的
に
は
意
味
し
、
特
に
法
会
の
場
で
行
わ
れ
る

論
義
は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
古
来
よ
り
、
格
式
の
高
か
っ
た
法
会
が
い
く
つ
も
存
在
し
て
い
ま
す
が
、
院
政
期
時
代
以
降

当
時
ど
う
い
う
状
況
で
あ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
戒
壇
院
で
行
わ
れ
る
受
戒
と
い
う
の
は
、
数
年
に
一
度
く
ら
い
の
割
合
で
行
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
受
戒
の
儀
式
に
携
わ
る
僧
侶
た
ち
は
堂
衆
と
呼
ば
れ
、
僧
侶
の
世
界
の
中
で
は
地
位
の
低
い
人
た
ち
で
あ
り
、

そ
の
彼
ら
に
よ
っ
て
受
戒
が
執
行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。

院
政
期
位
に
は
、
院
政
期
と
言
っ
て
も
少
し
長
い
で
す
が
、
十
一
世
紀
の
後
半
の
頃
に
は
、
そ
れ
ま
で
は
漠
然
と
分
か
れ
て
い
た
僧
侶

世
界
の
中
の
身
分
階
層
が
、
明
確
に
分
か
れ
、
し
か
も
固
定
化
し
て
い
き
ま
す
。
大
き
く
分
け
て
、
学
侶
と
呼
ば
れ
る
方
と
堂
衆
と
呼
ば

れ
る
方
に
分
か
れ
ま
す
。
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一
方
の
堂
衆
の
人
た
ち
は
、
確
か
に
寺
内
で
行
わ
れ
る
様
ざ
ま
な
講
筵
（
法
会
や
講
）
に
出
仕
し
勉
強
も
し
て
い
く
の
で
す
が
、
実
は

格
式
の
高
い
法
会
に
は
ほ
と
ん
ど
無
縁
の
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
法
会
に
は
出
仕
で
き
な
い
階
層
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
す
。
彼
ら
の
出
世
の
最
高
位
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
東
大
寺
の
戒
壇
院
で
行
わ
れ
る
受
戒
会
の
時
の
「
戒
和
上
」
、
こ

れ
が
彼
ら
の
出
世
の
最
高
位
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
貞
慶
が
書
き
伝
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
見
て
み
ま
す
と
、
東
大
寺
の
戒
壇
院
で
行
わ
れ
た
受
戒
会
は
、
実
は
中
世
の
時
代
も
ず
っ
と
執
行
さ
れ
続
け
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
に
関
わ
る
人
達
と
い
う
の
は
、
堂
衆
と
言
う
少
し
低
目
に
見
ら
れ
た
僧
侶
達
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
堂
衆
も
特
に
興
福
寺
の
東
西
の
両

金
堂
の
堂
衆
の
方
た
ち
が
そ
の
役
職
を
担
う
も
の
だ
と
い
う
意
識
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
当
時
、
南
都
で
堂
衆
と
し
て
有
名
な
の

は
、
他
に
東
大
寺
の
法
華
堂
の
堂
衆
な
ど
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
堂
衆
の
方
達
が
受
戒
会
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
位
置

ま

す
○

に
な
り
ま
す
と
、
三
講
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
論
義
の
場
が
非
常
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
法
勝
寺
御
八
講
、
宮
中
最
勝
講
、

仙
洞
最
勝
講
と
い
う
三
つ
の
講
会
が
僧
侶
達
の
世
界
の
中
で
、
特
に
学
侶
の
人
が
僧
綱
に
任
命
さ
れ
て
い
く
た
め
の
非
常
に
重
要
な
場
に

な
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
関
わ
れ
る
人
た
ち
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
出
自
身
分
の
高
い
学
侶
の
人
た
ち
に
限
定
さ
れ
て
い

し
か
し
、
そ
の
受
戒
会
が
き
ち
ん
と
し
た
形
を
保
っ
て
い
て
、
具
足
戒
の
受
戒
が
如
法
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
ど
う

も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
無
住
一
円
が
書
き
ま
し
た
「
沙
石
集
』
と
い
う
書
物
の
中
に
興
味
深
い
記
述
が
登
場
し
ま
す
。
「
律

学
衆
の
学
と
行
と
相
違
す
る
事
」
を
見
て
み
ま
す
と
、
当
時
の
受
戒
会
は
僧
侶
達
が
戒
壇
の
中
を
走
り
ま
わ
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
言
っ
て

い
る
の
で
す
。
如
法
の
受
戒
儀
は
行
わ
れ
て
い
ず
、
ど
こ
か
で
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
て
、
行
儀
は
形
式
だ
け
で
戒
が
発
得
で
き
な
い
状

況
に
な
っ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
貞
慶
は
戒
律
に
対
し
ま
し
て
非
常
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
戒
律
の
復
興
を
念
願
致
し
ま
し
て
、
様
々
な
場
を

つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
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こ
の
常
喜
院
で
律
学
の
勉
強
を
し
て
い
く
僧
侶
の
一
人
が
覚
盛
（
二
九
四
’
一
二
四
九
）
で
す
。
こ
の
覚
盛
と
い
う
人
物
は
、
貞
慶
が

戒
律
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
考
え
創
建
し
た
こ
の
常
喜
院
に
、
律
学
衆
の
一
人
と
し
て
撰
ば
れ
た
人
物
で
し
た
。
や
が
て
、
覚
盛
は
、
律
学

の
勉
強
の
中
で
独
自
の
考
え
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
実
は
通
受
と
い
う
名
称
で
呼
ば

れ
る
も
の
に
結
実
し
て
い
く
の
で
し
た
。
叡
山
の
大
乗
戒
と
形
式
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
で
す
が
、
三
聚
浄
戒
を
受
戒
し
、
説

相
の
箇
所
で
『
梵
網
経
」
の
十
重
四
十
八
軽
戒
を
出
し
、
そ
の
よ
う
な
受
戒
を
し
て
菩
薩
の
具
足
戒
が
授
か
る
の
だ
、
と
い
う
大
変
に
破

天
荒
な
こ
と
を
主
張
し
始
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。

中
世
の
律
宗
の
動
き
の
中
で
は
幾
つ
か
象
徴
的
な
出
来
事
が
登
場
し
ま
す
。
そ
の
最
初
の
事
件
と
な
り
ま
す
の
が
、
嘉
禎
二
（
一
二
三

作
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
最
初
の
場
が
興
福
寺
の
中
に
作
ら
れ
ま
す
常
喜
院
と
い
う
戒
律
の
道
場
で
す
。
藤
原
長
房
が
出
家
し
て
覚
真
と

名
乗
る
の
で
す
が
、
彼
は
出
自
が
良
く
経
済
的
な
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
も
あ
る
と
い
う
の
で
、
貞
慶
が
彼
を
介
し
ま
し
て
、
興
福
寺
の
中
に
常

喜
院
と
い
う
律
学
の
道
場
を
作
ら
せ
ま
す
。
こ
の
常
喜
院
に
多
く
の
若
い
僧
侶
達
が
参
加
し
て
勉
強
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

当
時
、
日
本
の
仏
教
界
と
未
の
仏
教
界
と
は
、
少
し
ず
つ
関
係
が
出
き
て
来
て
お
り
ま
し
た
。
時
代
的
に
は
、
入
未
し
た
僧
侶
達
が
宋

代
の
新
し
い
典
籍
を
日
本
に
紹
介
し
て
く
る
の
と
ほ
ぼ
重
な
り
ま
す
。
重
要
な
人
物
は
泉
涌
寺
を
造
り
ま
し
た
俊
稿
（
二
六
六
’
一
二
二

七
）
で
す
。
こ
の
俊
禰
が
、
宋
代
に
復
興
な
り
ま
し
た
南
山
律
宗
を
日
本
に
も
た
ら
し
ま
す
。
霊
芝
元
照
が
書
き
ま
し
た
「
四
分
律
行
事

紗
資
持
記
」
、
「
掲
磨
疏
済
縁
記
」
な
ど
、
律
宗
の
大
変
重
要
な
典
籍
を
日
本
に
将
来
し
た
の
で
す
。
こ
の
資
料
を
同
じ
く
貞
慶
の
お
弟
子

さ
ん
で
戒
如
と
い
う
方
が
、
貞
慶
の
命
を
受
け
て
俊
荷
の
も
と
に
行
き
、
南
都
に
も
た
ら
し
ま
す
。
こ
の
南
都
に
も
た
ら
さ
れ
た
典
籍
が

ど
こ
に
行
く
か
と
言
い
ま
す
と
、
興
福
寺
に
造
ら
れ
ま
し
た
常
喜
院
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ

に
お
い
て
律
学
を
中
心
と
し
た
勉
学
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

四
覚
盛
の
登
場
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六
）
年
に
東
大
寺
法
華
堂
で
行
わ
れ
た
自
誓
受
戒
で
す
。
こ
の
出
来
事
は
、
南
都
の
新
し
い
戒
律
復
興
を
手
が
け
て
き
た
僧
侶
達
の
中
で

は
、
非
常
に
エ
ポ
ッ
ク
メ
ー
キ
ン
グ
な
事
件
と
な
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
な
方
た
ち
が
関
わ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
覚
盛
、
叡
尊
、
円
晴
、

そ
し
て
有
厳
と
い
う
四
人
の
僧
侶
で
し
た
。
彼
ら
は
、
東
大
寺
法
華
堂
に
籠
も
っ
て
自
誓
受
戒
を
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

覚
盛
も
叡
尊
も
與
福
寺
の
僧
侶
と
し
て
出
発
し
て
い
き
ま
す
の
で
、
東
大
寺
戒
壇
院
で
具
足
戒
を
受
戒
を
し
て
い
た
こ
と
は
ま
ず
間
違

い
な
い
と
思
い
ま
す
。
受
戒
を
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ど
う
も
そ
の
戒
が
正
式
で
は
な
い
と
考
え
た
よ
う
で
す
。
嘉
禎
二
年
に
、
仏

さ
ま
か
ら
直
接
に
戒
を
授
か
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
て
、
自
誓
受
戒
と
い
う
行
動
に
出
ま
し
た
。
最
初
に
何
を
し
た
か
と
言
い

ま
す
と
、
ま
ず
東
大
寺
大
仏
殿
の
前
で
起
誓
を
し
ま
す
。
誓
い
を
立
て
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
東
大
寺
の
上
の
方
に
あ
り
ま
す
現
在
の
法

華
堂
に
八
月
の
下
旬
頃
か
ら
龍
も
り
始
め
ま
す
。
こ
の
お
篭
も
り
の
期
間
中
に
、
戒
を
仏
さ
ま
か
ら
授
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
信
す
る

た
め
に
興
味
深
い
こ
と
を
致
し
ま
し
た
。
叡
尊
の
書
き
残
し
ま
し
た
『
自
誓
受
戒
記
」
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
時
に
、
夢
の
中
に
仏
さ
ま

が
登
場
し
て
、
仏
さ
ま
が
頭
を
撫
で
て
下
さ
る
と
か
、
空
か
ら
曼
陀
羅
華
が
降
っ
て
く
る
と
か
、
い
ろ
ん
な
吉
兆
を
見
た
と
い
う
の
で
す
。

夢
が
、
当
人
の
熾
悔
が
完
成
し
、
且
つ
仏
さ
ま
が
当
人
に
戒
を
授
け
て
く
だ
さ
っ
た
証
拠
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

確
信
す
る
た
め
に
、
約
二
週
間
近
く
東
大
寺
の
法
華
堂
に
籠
も
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
に
は
、
最
初
に
優
婆
塞
戒
を
授
か
る
、
次
に
沙
弥
の
十
戒
を
授
か
る
、
最
後
に
具
足
戒
を
授
か
る
と
、
大
体
三
段
階
く
ら
い
に

分
か
れ
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
時
々
に
夢
と
い
う
の
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
根
拠
と
し
て
用

い
ら
れ
た
経
典
は
『
梵
網
経
』
と
「
大
乗
方
等
陀
羅
尼
経
」
と
い
う
二
つ
の
経
典
で
し
た
。

こ
う
し
て
戒
を
授
か
っ
た
と
彼
ら
は
言
い
ま
す
。
自
誓
受
戒
か
ら
出
発
致
し
ま
し
て
、
や
が
て
覚
盛
は
、
通
受
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ

る
新
し
い
受
戒
方
軌
を
主
張
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
新
し
い
受
戒
方
軌
に
関
し
ま
し
て
残
さ
れ
た
資
料
は
、
「
菩
薩
戒
通
別

二
受
紗
』
と
『
菩
薩
戒
通
受
遣
疑
紗
」
と
い
う
二
つ
の
著
作
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
で
何
を
述
べ
て
い
る
か
、
一
部
を
引
用
し
ま
す
。

通
受
と
別
受
、
其
の
軌
則
は
如
何
。
答
う
。
先
に
通
受
と
は
三
聚
謁
磨
を
以
っ
て
摂
律
儀
と
摂
善
、
饒
益
と
同
事
に
総
受
す
。
故
に

7ワ
1日



通
受
と
名
づ
く
。
次
に
別
受
と
は
、
白
四
掲
磨
を
以
っ
て
唯
だ
別
に
比
丘
等
の
七
衆
律
儀
を
受
け
て
、
余
の
二
を
受
け
ず
。
故
に
別

受
と
名
づ
く
。
（
拙
著
雨
世
初
期
戒
律
復
興
の
研
究
」
法
蔵
館
、
一
九
九
九
年
、
四
九
四
頁
、
以
下
、
「
戒
律
復
興
」
と
略
す
。
）

こ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
き
ま
す
が
、
実
は
受
戒
の
儀
式
の
時
に
、
掲
磨
の
部
分
で
三
聚
浄
戒
を
受
け
る
と
い
う
内
容
を
持
っ
て
い
る

受
戒
の
方
軌
を
作
り
ま
す
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
説
相
の
部
分
、
説
相
と
い
う
の
は
具
体
的
に
護
る
こ
と
を
誓
う
学
処
の
部
分
を
指
し
ま

す
。
婬
・
盗
・
殺
・
妄
と
い
う
の
は
『
四
分
律
」
の
中
の
学
処
で
す
け
れ
ど
も
、
覚
盛
が
主
張
し
ま
し
た
通
受
の
中
の
説
相
の
部
分
に
当

た
る
具
体
的
な
学
処
は
、
『
遣
疑
抄
」
の
中
に
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
こ
も
引
用
し
ま
し
ょ
う
。

こ
の
故
に
、
本
論
の
三
聚
浄
戒
は
必
ず
兼
ね
て
五
篇
七
衆
を
護
持
す
。
此
の
事
、
唯
だ
琉
伽
の
意
に
非
ず
、
梵
網
所
説
も
亦
即
ち
雨

る
な
り
。
十
重
六
八
は
即
ち
是
れ
説
相
な
り
。
説
相
と
言
う
は
受
戒
の
時
、
所
受
の
戒
相
の
肝
、
心
を
略
説
し
、
先
に
受
者
を
し
て
大

綱
を
知
ら
し
め
る
な
り
。
二
戒
律
復
興
』
、
五
一
二
頁
）

こ
う
い
う
記
事
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
そ
の
通
受
の
具
体
的
な
内
容
と
い
う
の
は
、
掲
磨
の
部
分
で
三
聚
浄
戒
を
授
け
、
説
相
の
部
分

で
十
重
四
十
八
軽
戒
を
授
け
る
と
い
う
形
式
で
あ
り
ま
し
た
。
覚
盛
は
こ
れ
を
通
受
と
提
唱
し
た
よ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
形
式
的
に
は
比
叡
山
の
大
乗
戒
と
全
く
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
や
り
な
が
ら
、
実
は
具
足
戒
を
発
得
し
具
足
戒
を
全
部
守
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
し
た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
実
は
非
常
に
新
し
い
の
で
す
。
形
式
の
上
で
は
、
南
都

で
は
恐
ら
く
菩
薩
戒
を
授
け
る
と
き
に
行
っ
て
い
た
形
式
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
が
菩
薩
の
具
足
戒
に
も
な
る
ん
だ
と
主
張
し
た
の

で
す
。
律
蔵
所
説
の
具
足
戒
も
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
内
容
を
含
ん
だ
受
戒
方
軌
に
な
っ
て
い
て
、
こ
の
受
戒
方
軌
に
よ
っ
て
具
足
戒

を
受
け
る
こ
と
が
可
能
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
覚
盛
は
、
王
張
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
琉
伽
論
」
等
に
主
張
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
『
梵
網
経
』
の
中
で
も
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
だ
と
述
べ
て
い
て
、
基
本
的
な
考
え
方
は
『
琉
伽
師
地
論
」
の
中
か
ら
取

り
込
ん
だ
よ
う
で
す
。
但
だ
『
琉
伽
論
』
そ
の
も
の
に
は
、
三
聚
浄
戒
を
受
け
る
と
い
う
の
は
出
て
き
ま
す
が
、
や
は
り
伝
統
に
則
っ
て

い
ま
し
て
、
具
足
戒
は
別
の
機
会
に
受
け
て
い
る
よ
う
で
す
。
「
琉
伽
論
』
は
、
具
足
戒
と
三
聚
浄
戒
を
上
手
に
会
通
し
て
、
別
の
機
会
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に
受
け
る
菩
薩
戒
と
の
関
係
を
し
っ
か
り
さ
せ
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
少
し
拡
大
解
釈
い
た
し
ま
し
て
、
三
聚
浄
戒
を
受
け
て
、

説
相
の
部
分
に
十
重
四
十
八
軽
戒
を
出
し
て
く
る
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
律
蔵
所
説
の
具
足
戒
を
発
得
し
具
足
戒
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け

な
い
、
ま
た
そ
の
受
戒
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
式
の
僧
侶
で
あ
る
大
僧
の
比
丘
が
完
成
す
る
の
だ
と
主
張
し
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、

南
都
に
お
い
て
は
全
く
新
し
い
主
張
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

で
も
、
そ
う
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
南
都
の
伝
統
で
は
、
ほ
ぼ
菩
薩
戒
の
受
戒
形
式
と
変
わ
り
ま
せ
ん
し
、
比
叡
山
の
大
乗
戒
の
受
戒

形
式
と
も
変
わ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
い
う
受
戒
の
形
式
で
大
僧
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
優
婆

塞
戒
だ
と
か
沙
弥
戒
だ
と
か
比
丘
戒
と
い
っ
た
、
戒
の
相
違
と
い
う
も
の
が
一
体
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
す
。

こ
れ
は
当
然
考
え
ら
れ
る
質
問
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
ま
し
て
覚
盛
が
何
と
答
え
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
答
え
ま
す
。

然
る
に
此
の
中
に
於
て
、
受
者
の
形
に
随
い
て
、
等
分
の
護
持
は
七
類
不
同
な
り
。
在
家
出
家
、
若
し
く
は
男
若
し
く
は
女
、
或
い

は
大
或
い
は
小
、
一
に
非
ざ
る
が
故
な
り
。
（
「
戒
律
復
興
』
、
五
一
三
頁
）

受
者
の
形
に
従
っ
て
等
分
の
護
持
、
護
持
す
る
も
の
は
変
わ
っ
て
き
て
良
い
の
だ
と
言
い
、
だ
か
ら
七
類
は
違
う
の
だ
と
述
べ
ま
す
。
同

じ
も
の
を
受
け
て
い
な
が
ら
、
具
体
的
に
律
蔵
の
中
の
ど
れ
を
護
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
の
形
に
従
う
、
つ
ま
り
自
分
は
沙
弥

に
な
り
た
い
と
思
っ
て
戒
を
受
け
た
の
な
ら
沙
弥
戒
を
守
れ
ば
良
く
、
比
丘
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
戒
を
受
け
た
の
な
ら
比
丘
の
具
足
戒

を
受
持
す
れ
ば
良
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
辺
は
ま
だ
論
理
的
に
完
成
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

て
な
り
ま
せ
ん
。
一
つ
の
解
釈
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
相
手
を
納
得
さ
せ
る
の
は
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
か
も
、
伝
統
的
な
律
蔵
所
説
に
依
り
ま
す
白
四
翔
磨
の
作
法
に
よ
っ
て
受
戒
す
る
者
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
別
受
と
い
う
名
前
で
位

置
づ
け
て
い
ま
す
。
別
受
の
作
法
と
通
受
の
作
法
の
関
係
は
ど
う
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
や
は
り
議
論
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
覚
盛
に
は
、

ま
だ
通
受
を
一
般
的
な
具
足
戒
の
受
戒
法
と
し
て
大
々
的
に
宣
伝
す
る
と
い
う
気
持
ち
は
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

若
し
通
別
二
受
の
作
法
、
具
さ
に
之
を
作
す
に
堪
う
る
の
時
、
別
受
の
規
則
に
依
り
て
、
五
・
十
・
具
を
受
け
、
通
受
の
作
法
に
依
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こ
う
い
う
記
述
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
通
受
の
作
法
の
説
相
の
箇
所
に
、
十
重
戒
を
用
い
る

だ
け
で
は
な
く
、
比
丘
の
四
重
を
説
く
も
の
が
あ
る
と
伝
え
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
三
聚
浄
戒
を
授
け
る
と
掲
磨
の
箇
所
で
述
べ
、
具

体
的
に
守
る
べ
き
学
処
を
示
す
戒
相
の
部
分
で
は
、
或
い
は
後
の
四
、
こ
れ
は
十
重
戒
の
最
後
に
出
て
く
る
四
つ
で
す
が
、
自
讃
設
他
戒
、

樫
惜
加
段
戒
、
愼
心
不
受
悔
戒
、
諸
三
宝
戒
を
説
い
た
り
と
か
、
「
或
い
は
兼
ね
て
初
の
四
重
を
説
く
」
と
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
十
重

戒
の
最
初
の
四
重
か
比
丘
の
四
重
か
と
思
わ
れ
ま
す
（
「
婬
・
盗
・
殺
・
妄
」
の
四
つ
の
戒
を
さ
す
と
推
測
さ
れ
ま
す
）
が
、
お
そ
ら
く

は
菩
薩
戒
と
律
蔵
所
説
の
も
の
と
を
説
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
説
相
が
一
定

し
て
い
な
い
の
で
す
。
覚
盛
が
通
受
を
主
張
し
始
め
る
の
で
す
が
、
暫
く
の
間
は
定
着
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
受
戒
の
作

り
て
、
唯
（
随
応
）
一
度
の
受
法
を
作
す
べ
き
か
。
含
戒
律
復
興
」
五
○
三
頁
）

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、
通
受
は
一
回
で
よ
い
と
、
こ
う
い
う
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
見
え
ま

す
。
つ
ま
り
覚
盛
は
、
自
誓
受
戒
を
し
て
、
そ
し
て
通
受
の
作
法
と
い
う
の
が
あ
っ
て
具
足
戒
を
受
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ
と
言
い
、

廃
れ
て
し
ま
っ
た
戒
の
伝
授
と
い
う
も
の
を
ま
た
新
た
に
興
し
て
い
く
の
だ
と
主
張
し
て
、
そ
れ
な
り
の
形
式
を
作
り
上
げ
て
い
き
ま
す

が
、
ま
だ
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
。

当
初
は
通
受
の
方
軌
に
は
揺
れ
が
存
在
し
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
良
遍
（
二
九
四
’
一
二
五
二
）
が
建
長
二
（
一
二
五
○
）
年
に
述
作
し

た
資
料
で
す
が
、
「
通
受
軌
則
有
難
通
会
抄
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

一
に
設
い
通
受
と
雛
も
比
丘
戒
を
授
く
る
に
、
必
ず
比
丘
の
四
重
を
説
く
可
し
。
而
る
に
今
の
行
事
は
粗
ぽ
之
を
伝
え
聞
く
に
、
或

い
は
後
の
四
を
説
き
、
或
い
は
十
重
を
説
き
、
或
い
は
兼
ね
て
初
の
四
重
等
を
説
く
。
種
々
不
同
な
り
。
尤
も
不
審
な
り
。
（
日
本

い
は
後
の
四
を
説
き
、

大
蔵
経
六
九
、
一
四
三
上
）

五
通
受
の
諸
相
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法
の
い
ろ
ん
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
の
で
す
。
先
の
一
文
は
、
こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
い
る
の
だ

良
遍
は
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
、
具
足
戒
で
説
か
れ
て
く
る
四
波
羅
夷
法
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
四
重
と
言
い
ま
す
の
で
、
比
丘
の
四
重
と
、

そ
れ
か
ら
「
琉
伽
師
地
論
」
に
出
て
く
る
四
他
勝
処
法
、
こ
れ
が
『
梵
網
経
」
の
後
半
の
四
つ
と
一
致
し
ま
す
が
、
四
他
勝
処
法
の
両
方

を
説
相
と
し
て
出
す
の
が
通
受
と
し
て
は
一
番
ふ
さ
わ
し
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
覚
盛
が
『
菩

薩
戒
通
別
二
受
紗
」
と
『
菩
薩
戒
通
受
遣
疑
紗
」
の
中
で
説
相
と
し
た
の
は
十
重
四
十
八
軽
戒
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
良
遍
の
辺
り
で
は

ど
う
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
彼
は
、
新
た
に
律
蔵
所
説
の
四
波
羅
夷
法
と
「
琉
伽
師
地
論
」
に
説
か
れ
る
四

他
勝
処
法
を
、
説
相
に
出
し
て
く
る
の
が
通
受
と
し
て
一
番
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
説
相

が
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
が
あ
る
と
い
う
の
が
分
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
一
定
し
て
い
な
い
の
が
や
が
て
統
一
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
凝
然
（
一
二
四
○
’
一
三
二
一
）
が
書
い
た
資
料
で
す
が
、

『
通
受
比
丘
繊
悔
両
寺
不
同
記
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
凝
然
は
東
大
寺
の
円
照
上
人
を
帥
匠
と
し
た
方
で
、
東
大
寺
の
戒
壇
院
で

活
躍
を
し
た
方
で
す
。
凝
然
は
、
晩
年
、
唐
招
提
寺
に
入
っ
て
活
躍
を
致
し
ま
す
覚
盛
の
意
見
と
、
西
大
寺
に
入
り
ま
し
て
い
わ
ゆ
る
西

大
寺
門
流
を
形
成
し
て
い
き
ま
す
叡
尊
（
一
二
○
一
’
一
二
九
○
）
の
、
そ
の
両
者
の
通
受
に
関
す
る
見
解
の
相
違
と
い
う
も
の
を
纒
め
て

お
り
ま
す
。
凝
然
が
『
通
受
比
丘
徴
悔
両
寺
不
動
記
」
を
言
い
た
時
点
で
は
、
覚
盛
の
意
見
と
い
う
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

受
随
、
皆
、
三
受
戒
に
通
ず
と
は
、
何
故
に
受
中
所
説
の
戒
相
は
、
唯
だ
四
重
四
十
四
軽
戒
を
説
き
、
律
儀
中
の
戒
相
を
説
か
ざ
る

．
と
田
心
い
ギ
エ
９
０

と
出
て
き
ま
し
て
、
覚
盛
の
通
受
も
凝
然
が
書
い
た
時
に
は
、
ど
う
も
四
重
四
十
四
軽
戒
を
戒
相
と
し
て
出
す
と
い
う
形
式
に
変
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
通
受
熾
悔
両
寺
不
同
記
」
の
成
立
年
代
は
不
明
で
す
が
、
弘
安
年
間
頃
に
は
で
き
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま

す
。
覚
盛
の
主
張
が
で
き
て
か
ら
、
そ
の
後
の
数
十
年
間
に
変
化
が
生
じ
て
き
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
覚
盛
の
生
存
中
、
す
で
に
意
見
に

受
随
、
皆
、
三
受
《

や
。
（
大
正
蔵
七
四
、

と
出
て
き
ま
し
て
、
党

ーエー

ノ、

○
＝〆
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し
か
し
、
実
は
興
福
寺
、
東
大
寺
を
中
心
と
し
た
当
時
の
僧
侶
た
ち
が
東
大
寺
の
戒
壇
院
で
受
戒
を
す
る
と
い
う
の
は
一
方
で
行
わ
れ

続
け
て
い
き
ま
す
。
覚
盛
、
叡
尊
等
は
、
戒
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
い
て
如
法
の
受
戒
が
で
き
て
い
な
い
、
と
批
判
す
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、
東
大
寺
の
戒
壇
院
に
お
き
ま
し
て
は
、
何
年
か
に
一
度
と
回
数
は
少
な
い
の
で
す
が
、
伝
統
的
な
受
戒
が
堂
衆
の
方
た
ち
を
中
心
と

し
て
執
行
さ
れ
続
け
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
南
都
に
お
き
ま
し
て
は
、
覚
盛
や
叡
尊
が
中
心
に
な
っ
て
新
た
な
運
動
を
作
っ
て
い
き
ま

す
が
、
こ
れ
が
南
都
全
体
に
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
か

っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
後
の
資
料
で
あ
り
ま
す
が
、
元
久
の
「
徹
底
章
」
を
見
て
み
ま
す
と
、
東
大
寺
で
活
蹄
を
し
た

僧
侶
で
三
論
宗
の
碩
学
と
し
て
有
名
な
真
空
廻
心
（
一
二
○
四
’
一
二
六
八
）
と
、
興
福
寺
の
大
学
者
で
あ
り
ま
す
が
、
良
遍
が
通
受
に
理

解
を
示
し
た
の
で
、
南
都
の
僧
侶
た
ち
の
中
で
通
受
に
正
面
切
っ
て
反
対
す
る
人
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
記
述
が
出
て
参

変
化
が
生
じ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
覚
盛
が
亡
く
な
っ
た
後
、
唐
招
提
寺
の
門
流
内
で
も
叡
尊
の
流
派
の
影
響
を
受
け
て
、
『
琉
伽
師

地
論
」
を
中
心
に
し
た
形
に
変
わ
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
へ
ん
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。
（
こ
の
当
た
り
の
事
情
は
、
「
戒
律

文
化
』
創
刊
号
に
書
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
）

こ
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
ど
う
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
律
宗
の
中
で
も
、
西
大
寺
系
の
考
え
方
と
唐
招
提
寺
系
の
考

え
方
と
に
は
少
し
相
違
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
律
宗
の
復
興
を
し
て
い
く
人
た
ち
の
中
で
は
、
西
大
寺
の
門
流
の
方
が
随
分
大
き
な
展
開

を
し
て
い
く
よ
う
で
す
。
こ
う
し
て
中
世
の
時
代
に
お
き
ま
し
て
は
、
具
足
戒
の
受
戒
方
軌
に
関
し
、
そ
の
方
軌
も
内
容
も
伝
統
と
は
か

な
り
異
な
っ
た
も
の
が
登
場
し
ま
し
た
。
具
足
戒
を
受
戒
す
る
本
来
の
白
四
掲
磨
の
作
法
と
、
通
受
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
方
軌
と
の

両
者
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
質
的
に
、
掲
磨
の
箇
所
で
は
三
聚
浄
戒
を
受
戒
し
、
説
相
の
箇
所
で
は
『
琉
伽
論
」
に
説
か
れ

る
四
他
勝
処
法
と
律
蔵
所
説
の
四
波
羅
夷
を
出
す
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、
大
乗
の
比
丘
の
戒
が
授
か
る
と
い
う
通
受
の
方
軌
が
あ
る
程

度
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
中
世
の
律
宗
の
門
流
集
団
の
中
で
行
わ
れ
、
こ
の
流
れ
が
そ
の
後
ず
っ
と
続
い
て
い
き
ま

す
C
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や
が
て
、
西
大
寺
を
中
心
と
し
ま
す
叡
尊
の
門
侶
集
団
は
、
日
本
各
地
に
展
開
を
致
し
ま
し
て
、
特
に
国
分
寺
な
ど
に
勢
力
を
伸
ば
し

て
い
き
ま
す
。
「
西
大
寺
末
寺
帳
」
な
ど
を
見
て
み
ま
す
と
、
十
五
世
紀
の
末
く
ら
い
に
は
日
本
全
国
で
千
五
百
ヶ
寺
く
ら
い
が
西
大
寺

系
の
寺
院
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
な
り
に
大
き
な
勢
力
を
持
っ
て
展
開
し
た
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
叡
尊
の
主
張
と

い
う
の
も
、
そ
れ
な
り
の
影
響
力
を
も
っ
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
伝
統
的
な
理
解
の
仕
方
と
い
う
の
も
一
方

で
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
一
概
に
中
世
の
時
代
に
お
け
る
覚
盛
や
叡
尊
の
戒
律
の
復
興
と
い
う
も
の
が
、
南
都
を
全
部

覆
い
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

で
は
、
最
後
に
、
実
際
に
当
時
の
他
の
僧
侶
達
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
戒
律
を
守
っ
て
い
た
か
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
資
料
を
も
う
少
し
広
げ
て
見
て
い
く
と
ど
ん
な
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
東
大
寺
で
活
躍
い
た
し
ま
す

宗
性
上
人
（
一
二
○
二
’
一
二
七
八
）
に
興
味
深
い
事
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
人
は
貴
族
階
級
の
出
身
で
あ
り
ま
し
て
、
大
変
有
名
な
僧

侶
で
す
。
平
岡
常
海
先
生
が
「
東
大
寺
宗
性
上
人
之
研
究
並
資
料
」
（
以
下
、
『
宗
性
』
と
略
記
）
と
い
う
三
冊
本
の
立
派
な
本
を
出
し
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
宗
性
の
戒
律
に
対
す
る
意
識
と
い
う
も
の
が
か
い
ま
見
え
て
参
り
ま
す
。
こ
れ
は
戒
律
の
復

興
に
関
わ
っ
た
僧
侶
達
と
は
一
線
を
画
し
て
お
り
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
面
白
い
も
の
で
す
。
ま
た
宗
性
と
い
う
人
は
法
会
の
場
に
お
き
ま

し
て
活
躍
を
し
ま
す
の
で
、
学
侶
畑
の
典
型
的
な
僧
侶
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。

そ
の
宗
性
が
多
く
の
起
誓
文
を
書
い
て
い
ま
す
。
あ
る
「
誓
い
」
を
守
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず

『
禁
断
悪
事
勤
修
善
根
誓
状
抄
」
二
宗
性
』
中
、
五
三
一
頁
）
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
「
五
箇
条
の
起
誓
の
事
、
一
に
金
銀
米
銭
等
重
物
を

寸一
ﾉ0 り

ま
す
。
お
そ
ら
く
は
、
嫌
々
な
が
ら
も
一
応
認
知
は
す
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
、
南
都
の
中
で
は
生
じ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
沼

六
宗
性
に
み
る
戒
律
意
識



話
は
横
道
に
そ
れ
ま
す
が
、
現
在
の
上
座
仏
教
国
の
僧
侶
も
具
足
戒
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
の
で
、
非
時
食
戒

を
守
っ
て
い
ま
す
。
今
、
私
は
バ
ン
グ
ラ
デ
ー
シ
ュ
の
比
丘
の
方
と
共
同
研
究
を
し
て
い
ま
す
が
、
彼
は
非
時
食
戒
を
き
ち
ん
と
守
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の
間
、
台
湾
に
一
緒
に
調
査
旅
行
に
出
か
け
ま
し
た
が
、
大
変
で
し
た
。
何
が
大
変
か
と
言
い
ま
す
と
、
調
査

を
し
て
お
り
ま
し
て
十
二
時
が
近
く
な
り
ま
す
と
、
お
店
を
探
し
て
食
事
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
し
た
。
結
構
、
面
倒
な
こ
と

だ
な
と
思
い
ま
し
た
。
現
在
、
午
後
に
食
事
を
す
る
上
座
仏
教
の
比
丘
も
出
現
し
つ
つ
あ
る
と
聞
き
ま
し
た
が
、
非
時
食
は
、
多
く
の

人
々
の
目
に
触
れ
う
る
だ
け
に
、
と
て
も
重
要
な
戒
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

で
も
、
宗
性
の
場
合
は
、
月
に
一
回
だ
け
で
よ
い
、
少
な
く
と
も
こ
れ
だ
け
は
何
と
か
し
て
守
り
ま
し
ょ
う
と
誓
い
を
立
て
て
い
る
の

で
す
。
と
い
う
こ
と
は
具
足
戒
を
受
け
て
い
ま
す
か
ら
、
当
然
の
そ
の
中
の
戒
を
護
持
し
よ
う
と
す
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
具
体
的
に
護

盗
む
可
か
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
当
然
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
他
の
誓
い
に
は
、
「
魚
類
を
食
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
」
と
か
「
一

日
一
巻
を
配
し
て
観
音
経
を
転
読
す
べ
き
事
」
と
か
「
毎
月
一
日
は
非
時
の
食
を
止
む
可
き
こ
と
」
な
ど
が
出
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

毎
月
一
日
は
正
午
を
過
ぎ
て
食
事
を
し
な
い
非
時
食
戒
を
守
り
ま
し
ょ
う
、
と
言
っ
て
い
る
誓
い
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

日
本
の
食
事
の
回
数
は
大
体
室
町
の
後
半
期
に
な
っ
て
一
日
三
回
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
以
前
は

一
日
二
回
、
多
分
朝
と
夕
方
の
二
回
、
茶
の
湯
の
道
が
で
き
上
が
っ
て
き
て
懐
石
料
理
が
登
場
し
て
く
る
室
町
の
後
半
期
く
ら
い
か
ら
食

事
が
一
日
三
回
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
中
世
初
頭
の
僧
侶
た
ち
は
、
非
時
食
戒
は
当
然
守
っ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど
う
も
守
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
一
月
に
一
回
だ
け
は
午
後
食
事
を
す

る
の
を
止
め
よ
う
と
、
言
っ
て
お
り
ま
す
。
「
此
の
条
は
必
ず
し
も
何
日
を
指
さ
ず
。
便
宜
の
令
然
に
従
う
べ
し
。
但
だ
十
八
日
は
本
日

と
為
す
可
し
」
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。

普
通
、
非
時
食
戒
と
い
う
の
は
八
斎
戒
の
中
の
戒
と
し
て
有
名
な
戒
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
在
家
の
人
た
ち
が
六
斎
日
に
守
る
べ
き
戒

と
為
す
可
し
」
眼

普
通
、
非
時
全

で
も
あ
り
ま
す
。
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ろ
う
と
い
う
気
は
殆
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
致
し
ま
す
。
次
に
、
ま
た
興
味
深
い
資
料
を
見
ま
し
ょ
う
。
文
暦
二
（
一
二
三

五
）
年
に
作
っ
た
起
誓
の
中
に
出
て
く
る
の
で
す
が
、
後
半
の
ほ
う
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
出
て
参
り
ま
す
。

彼
の
休
息
の
時
分
の
外
は
、
断
酒
・
不
婬
、
並
び
に
囲
碁
将
棋
等
の
一
切
の
勝
負
事
を
す
べ
か
ら
ず
。
但
し
、
彼
の
休
息
の
時
分
は
、

遊
□
、
三
ヶ
日
を
過
ぐ
可
か
ら
ず
。
含
宗
性
」
中
、
五
三
二
頁
）

休
息
の
時
分
の
他
、
つ
ま
り
勉
強
し
て
い
る
時
に
は
お
酒
を
断
ち
、
不
婬
、
こ
れ
は
女
性
関
係
な
の
か
、
或
い
は
お
稚
児
さ
ん
と
の
男
色

関
係
な
の
か
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
宗
性
に
は
男
色
も
結
構
あ
り
ま
す
の
で
、
男
色
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
休
息
の
時

に
は
お
酒
を
飲
ん
で
性
関
係
も
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
具
足
戒
を
受
戒
し

な
が
ら
そ
の
遵
守
は
全
く
眼
中
に
な
い
と
謂
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
何
ら
か
の
機
会
に
新
た
に
自
分
で
起
誓
を
し
て
護
持
を
誓
っ

た
り
と
か
、
或
い
は
日
に
ち
を
限
っ
て
護
る
と
か
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
ま
っ
た
く
伝
統
的
な
戒
律
の
意
識
と
い

う
も
の
が
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
は
、
覚
盛
や
叡
尊
が
戒
律
の
遵
守
を
誓
い
、
印
度
伝
統
の
如
法
の
戒
律
遵
守
生
活
を
復
興
し
よ
う
と
念
願
し
て
い
た
時
分
に
、

一
方
で
宗
性
の
よ
う
な
僧
侶
達
も
確
実
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
資
料
が
他
に
も
存
在
し
ま
す
。
「
敬
日
、
五
箇
条
禁
断
事
」
と
い
う
誓
戒
の
文
章
の
中
で
は
「
意
楽

の
欣
求
す
る
所
に
随
い
、
器
量
の
堪
能
す
る
所
に
任
せ
て
、
十
重
禁
戒
の
中
、
撰
び
て
之
を
受
持
す
」
（
「
宗
性
』
中
、
五
三
五
頁
）
と
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
が
護
れ
そ
う
な
も
の
を
選
び
と
っ
て
護
る
、
そ
れ
で
い
い
ん
だ
と
い
う
意
識
も
一
方
で
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

宗
性
と
い
う
方
は
典
型
的
な
貴
族
出
身
の
学
侶
畑
の
方
で
す
の
で
、
こ
れ
を
普
遍
化
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
少
し
問
題
が
あ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
当
時
の
僧
侶
達
の
中
に
は
、
覚
盛
や
叡
尊
を
中
心
と
す
る
律
宗
と
い
う
名
前
で
括
ら
れ
る
僧
侶
達
の
よ
う
に
、
か

な
り
厳
密
に
戒
律
を
護
ろ
う
と
努
力
を
し
て
い
た
方
達
と
、
一
方
で
は
伝
統
的
な
受
戒
儀
式
を
経
て
僧
侶
に
な
っ
て
、
法
会
等
で
活
躍
を

し
て
一
所
懸
命
勉
強
も
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
勉
強
の
期
間
と
か
必
要
な
時
に
誓
っ
た
こ
と
だ
け
を
護
り
、
そ
れ
以
外
の
時
は
い
い
じ
ゃ
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半
季
手
，
Ｃ

そ
れ
か
ら
、
南
都
と
対
比
さ
れ
る
、
も
う
一
方
の
雄
、
比
叡
山
の
僧
侶
た
ち
の
状
況
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
説
話
資
料
で
あ
る

慶
滋
保
胤
（
？
’
一
○
○
二
）
の
著
し
た
『
Ⅱ
本
往
生
極
楽
記
」
の
中
に
出
て
来
る
も
の
で
す
。
平
安
時
代
の
後
期
な
ん
で
す
が
、
定
心

院
十
禅
師
で
あ
る
成
意
（
生
没
年
未
詳
）
の
伝
記
に
興
味
深
い
記
事
が
存
在
し
ま
す
。
彼
は
「
素
性
潔
白
、
染
著
す
る
所
無
し
（
「
大
日
本

仏
教
全
書
』
一
○
七
、
八
上
）
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
す
が
、
「
本
自
よ
り
持
斎
を
好
ま
ず
、
朝
夕
に
之
を
食
す
」
と
い
う
生
活
を
し
て
い
た

と
記
さ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
対
し
、
弟
子
が
「
山
上
の
明
徳
は
、
多
く
は
斎
食
を
為
す
。
我
師
、
何
ぞ
独
り
此
の
事
を
忽
諸
す
る
や
」

と
詰
問
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
比
叡
山
の
僧
侶
た
ち
は
午
後
食
事
を
し
な
い
、
非
時
食
戒
を
多
く
の
人
た
ち
が
護
っ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
叡
山
の
僧
侶
た
ち
は
午
後
食
事
を
し
な
い
、
す
な
わ
ち
非
時
食
戒
だ
け
は
少
な
く
と

も
守
ろ
う
と
勤
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

非
時
食
戒
は
毎
日
護
っ
て
い
き
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
長
斎
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
行
為
に
な
り
ま
す
。
在
家
と
出
家
者
の
双
方
が
共

同
し
て
護
る
も
の
と
し
て
八
斎
戒
は
結
構
登
場
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
八
斎
戒
の
中
で
も
、
特
に
午
後
、
食
事
を
し
な
い
こ
と
を
遵
守
し

た
方
た
ち
は
、
日
本
の
仏
典
の
中
で
は
長
斎
者
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
比
叡
山
の
僧
侶
の
方
た
ち
は
、
実
は
長
斎
を
よ
く
守
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
比
叡
山
系
の
僧
侶
達
は
、
多
く
の
人
た
ち
が
長
斎
を
一
つ
の
特
徴
に
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
い

な
い
か
と
考
え
て
い
た
人
達
と
、
両
方
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
多
分
、
大
多
数
は
そ
の
よ
う
に
柔
軟

に
考
え
て
い
た
人
た
ち
の
方
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

ち
な
み
に
、
そ
う
い
う
受
容
の
仕
方
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
日
本
人
が
持
っ
て
い
る
伝
統
的
な
神
祇
信
仰
の
中
に
登
場
す
る
斎
戒
の
考

え
方
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
神
祇
信
仰
の
中
に
登
場
す
る
斎
戒
は
、
祭
祀
の
前
と
最
中
に
一
定
の
期
間
だ
け
護
る
と
い

う
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
遵
守
の
仕
方
の
影
響
を
受
け
た
在
り
方
と
い
う
の
を
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
る

、
ノ
急
電
一
○

汀
以
干
に
身
ｑ
／
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つ
い
で
に
中
世
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
叡
山
の
方
で
も
未
代
の
南
山
律
宗
の
面
分
律
行
事
紗
資
持
記
』
の
影
響
を
受
け
ま
し
て
、

新
た
な
戒
律
運
動
が
始
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
や
が
て
は
黒
谷
を
中
心
と
し
て
新
し
い
戒
の
運
動
が
生
じ
て
い
き
ま
す
の
で
、
叡
山
に
お
き

ま
し
て
も
、
実
は
中
世
の
初
頭
に
は
戒
律
が
注
目
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
中
世
初
頭
の
時
代
と
い
う
の
は
、
日
本
の
仏
教
界
の
中
で
は
、
戒
律
の
問
題
が
大
き
な
関
心
事
と
し

て
存
在
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
お
話
が
長
く
な
っ
て
し
ま
い
、
ま

た
多
岐
に
亘
っ
て
、
分
か
り
づ
ら
い
所
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
大
体
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
う
も
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

（
本
稿
は
、
二
○
○
二
年
十
二
月
二
日
、
大
谷
大
学
メ
デ
ィ
ァ
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
た
仏
教
学
会
公
開
講
演
会
の
講
演
記
録
で
あ
る
。
）
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