
本
槁
は
旨
。
厨
目
冨
（
一
閏
提
）
の
意
味
を
面
ｇ
四
‐
、
翼
訂
目

を
主
と
す
る
用
語
と
の
関
係
か
ら
仏
教
教
団
史
的
に
考
察
せ
ん
と

①

す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
旨
。
冨
昌
時
“
の
原
義
を
「
利
養
（
両
ｇ
四
‐
切
呉
圃
国
）

を
貧
求
す
る
者
」
と
規
定
し
そ
れ
を
教
団
史
的
観
点
か
ら
研
究
し

た
最
初
の
画
期
的
な
業
績
が
望
月
良
晃
博
士
の
「
大
乗
浬
梁
経
の

②

研
究
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
下
田
正
弘
博
士
の
「
浬
藥
経
の
研

究
」
は
、
そ
の
望
月
博
士
の
成
果
を
批
判
的
に
継
承
し
な
が
ら
も

『
浬
藥
経
」
を
教
団
史
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
大
乗
経
典
成
立
史

の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
の
新
た
な
方
法
論
的
試
論
の
下
に
検
討

③

し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
そ
の
両
大
著
の
驍
尾
に
付
し
て
近
時

の
私
の
教
団
史
観
を
前
提
に
面
ｇ
四
‐
の
呉
訂
国
の
用
例
の
吟
味
を

中
心
に
私
見
を
提
示
す
る
だ
け
の
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

こ
こ
に
、
そ
の
私
の
教
団
史
観
を
作
業
仮
説
的
に
示
し
て
お
け

ば
、
「
成
仏
」
と
は
「
解
脱
思
想
」
で
あ
り
、
「
解
脱
思
想
」
と
は

甘
○
冨
貝
時
四
（
一
閏
提
）
の
意
味
と
面
三
四
‐
“
胃
訂
目

広
く
イ
ン
ド
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
イ
ズ
ム
的
通

俗
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
伝
統
的
仏
教
団
内
に
徐
々
に

樛
透
し
て
「
苦
行
主
義
」
「
作
善
主
義
」
の
展
開
と
な
り
、
そ
の

後
者
が
教
団
内
に
明
確
に
顕
在
化
し
儀
式
と
し
て
も
確
立
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
も
の
こ
そ
「
大
乗
仏
教
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と

④

す
る
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
望
月
博
士
が
旨
。
冨
昌
時
煙
に
対
す
る
先
の
規
定

を
示
さ
れ
た
時
に
は
、
「
利
（
両
罫
画
）
」
と
「
養
（
“
罠
百
国
）
」
の

そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
を
「
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
更

に
そ
の
対
応
サ
ン
ス
ク
リ
ヅ
ト
原
語
も
、
睡
雷
回
旨
曽
屋
Ｒ
亀
亀
所
引

の
鴬
貝
晶
ミ
奪
回
‐
畠
§
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
前
者
の
「
十
住
毘
婆
沙
論
」
の
内
容
説
明
は
重
要
と
恩

⑤

わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
も
再
提
示
し
て
お
き
た
い
。

不
負
利
養
（
ゞ
両
再
興
‐
の
呉
冨
国
冨
日
脚
）
者
。
利
（
両
匡
“
）
名

得
飲
食
財
物
等
。
養
（
の
旦
冨
日
）
名
恭
敬
礼
拝
施
設
床
座
迎

袴

谷

憲

昭

20



来
送
去
。

こ
の
引
用
直
後
に
は
、
「
負
利
養
（
齢
面
９
画
‐
“
鼻
四
囲
‐
訂
日
四
）
」
と

密
接
に
連
動
す
る
と
思
わ
れ
る
五
つ
の
目
昏
乱
耳
、
（
五
邪
命

⑥

法
）
の
詳
し
い
説
明
も
あ
っ
て
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

今
は
、
「
利
（
両
ｇ
”
）
」
と
「
養
（
の
昌
訂
国
）
」
と
の
区
別
に
関
連

し
て
、
切
里
厨
国
の
漢
訳
語
と
し
て
の
「
養
」
の
意
味
に
つ
い
て

の
み
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
両
喜
四
の
一
語

⑦

の
漢
訳
語
と
し
て
「
利
養
」
と
い
う
用
例
が
知
ら
れ
る
一
方
で
、

今
の
場
合
に
顕
著
な
よ
う
に
、
の
具
富
国
が
両
９
ｍ
（
利
）
と
区
別

⑧

さ
れ
て
「
養
」
一
字
で
漢
訳
さ
れ
る
例
が
知
ら
れ
、
そ
れ
が
右
の

『
十
住
毘
婆
沙
論
」
の
場
合
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る

場
合
の
漢
字
一
字
の
「
養
」
の
意
味
は
、
「
目
し
た
の
者
が
目
う

え
の
者
に
仕
え
る
」
こ
と
で
、
「
説
文
』
の
い
う
「
供
養
」
を
指

⑨

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
国
ｇ
“
と

め
里
厨
日
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
訳
語
と
し
て
の
「
利
」
と
「
養
」
と
は

適
切
な
訳
で
あ
り
、
ま
た
、
右
の
「
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
そ
れ
ぞ

れ
の
内
容
説
明
も
極
め
て
的
確
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
槁
で

以
下
に
示
す
諸
用
例
を
見
れ
ば
自
ず
と
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
実
際
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
訳
語
は
必
ず
し
も
一
定
し
て

い
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
用
い
る

こ
と
と
し
現
代
語
訳
で
示
す
必
要
の
あ
る
時
は
、
両
９
画
を
「
所

得
」
、
“
鼻
冨
国
を
「
尊
敬
」
と
和
訳
し
て
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
望
月
博
士
が
旨
Ｏ
富
目
冨
の
原
義
を
両
匡
四
や

い
閏
薗
田
に
貧
著
す
る
者
も
し
く
は
こ
と
に
求
め
た
こ
と
は
今
や

学
界
で
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
私
も
ま
た
、
そ
の
説
を
冒
頭
に

示
し
た
観
点
か
ら
確
認
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
前
に
、
旨
。
冨
貝
時
四
な
る
用
語
を
経
典
の
主
要
な
問
題
の

一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
の
白
眉
と
も
い
う
べ
き
『
大
般
浬

藥
経
（
置
き
§
§
》
ミ
昌
冒
‐
畠
§
）
』
よ
り
、
旨
。
冨
昌
宮
の
原
語
確

認
も
兼
ね
て
、
こ
の
原
語
が
写
本
断
片
中
に
見
出
せ
る
一
節
を
、

⑩

以
下
に
和
訳
に
よ
っ
て
示
し
て
お
き
た
い
。

旨
。
冨
昌
時
四
と
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
（
四
侭
い

ほ
ま
れ

冒
も
国
巴
民
冨
）
は
、
誉
（
ロ
鴨
侭
箆
】
日
倒
目
）
に
支
配
さ
れ

た
善
な
き
（
骨
の
冨
日
乱
冨
》
百
段
厚
厨
ご
煙
）
有
情
（
切
昌
ぐ
ぃ
）

で
あ
る
。

こ
の
記
述
の
仕
方
は
、
当
該
文
献
の
成
立
以
前
に
、
既
に

旨
。
冨
目
厨
な
る
呼
称
が
教
団
内
に
周
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
が
、
望
月
博
士
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に

白
目
四
に
支
配
さ
れ
て
い
る
有
情
が
、
「
所
得
（
両
ｇ
“
）
」
や
「
尊

敬
（
の
異
颪
国
）
」
に
「
負
著
（
旨
。
厨
）
」
を
催
す
旨
。
富
昌
冨
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
種
の
「
負
著
」
を
持
っ
た
者

が
、
右
の
文
献
が
明
記
す
る
ご
と
く
に
、
仏
教
の
最
初
期
か
ら

ワ1
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「
善
な
き
」
悪
人
と
決
め
付
け
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
定
か
で

⑪

は
な
い
が
、
仏
教
に
「
苦
行
主
義
」
的
側
面
が
強
く
な
れ
ば
、
そ

の
種
の
「
貧
著
」
が
苦
行
者
の
理
想
と
も
い
う
べ
き
「
純
潔
行

（
耳
昌
白
煙
‐
・
閏
冨
、
梵
行
）
」
に
反
す
る
も
の
と
し
て
避
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
視
点
か
ら
、

両
９
回
‐
ｍ
里
厨
国
相
当
の
パ
ー
リ
語
で
あ
る
両
９
脚
‐
の
鼻
厨
国
の
表

現
を
中
心
に
、
パ
ー
リ
三
蔵
を
検
索
す
れ
ば
、
『
中
部
』
の
『
恐

怖
経
（
望
亀
員
寒
ミ
ミ
員
‐
旨
§
）
」
に
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
一

⑫節
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

バ
ラ
モ
ン
よ
、
ま
た
そ
の
私
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
思
い
が
生

じ
ま
し
た
。
〈
ど
の
よ
う
な
沙
門
で
あ
れ
バ
ラ
モ
ン
で
あ
れ
、

所
得
（
厚
ご
）
や
尊
敬
（
“
四
房
“
国
）
や
名
声
（
且
。
百
）
を
求

め
て
、
森
（
閏
四
目
”
）
や
山
林
（
く
自
画
‐
冨
昏
”
）
の
遠
く
離
れ

た
臥
坐
所
（
い
の
鼠
の
四
目
）
に
親
し
む
な
ら
ば
、
所
得
や
尊
敬

や
名
声
を
求
め
る
欠
点
の
ゆ
え
に
、
こ
の
尊
敬
す
べ
き
沙

門
・
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
、
必
ず
不
善
の
恐
怖
を
招
く
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
私
は
所
得
や
尊
敬
や
名
声
を
求
め
て
、
森

や
山
林
の
遠
く
離
れ
た
臥
坐
所
に
親
し
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
。
私
は
少
欲
の
者
（
§
宮
Ｃ
Ｏ
言
）
で
あ
る
。
私
は
、
実
に

少
欲
に
し
て
森
や
山
林
の
遠
く
離
れ
た
臥
坐
所
に
親
し
む
聖

者
（
“
島
働
）
た
ち
の
一
人
で
あ
る
〉
と
。
バ
ラ
モ
ン
よ
、
私

は
、
こ
の
少
欲
を
自
己
の
中
で
よ
く
観
て
、
森
に
住
む
こ
と

に
い
よ
い
よ
安
ら
ぎ
を
覚
え
ま
し
た
。

右
引
用
中
の
「
私
」
は
「
成
仏
」
以
前
の
釈
尊
に
ほ
か
な
ら
な

い
が
、
そ
の
「
成
仏
」
以
前
の
状
態
を
、
対
応
「
中
阿
含
」
の
漢

訳
中
に
は
見
出
し
え
な
い
宮
島
尉
騨
国
（
Ⅱ
９
号
扇
島
ぐ
四
、
菩

薩
）
な
る
語
で
呼
ん
だ
こ
と
で
こ
の
『
恐
怖
経
」
が
有
名
で
あ
る

⑬

こ
と
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
、
夙
に
宇
井

伯
寿
博
士
が
本
経
を
後
世
に
「
四
禅
三
明
」
の
加
え
ら
れ
た
経
典

⑭

の
一
つ
に
数
え
挙
げ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
本
経
が
「
苦
行
主

義
」
的
側
面
を
強
め
た
傾
向
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
見
倣
す
時
、
私
に
は
本
経
の
菩
薩
が
後

世
の
苦
行
者
た
る
「
出
家
菩
薩
（
官
煙
ぐ
国
冒
ｏ
宮
島
§
冒
呂
）
」
の

モ
デ
ル
の
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
真
の

苦
行
者
た
る
「
出
家
菩
薩
」
こ
そ
、
右
引
用
中
で
、
訂
喜
勵
‐

の
畏
冨
目
‐
邑
○
厨
（
Ⅱ
両
９
画
‐
“
翼
百
国
‐
匙
○
百
）
に
対
す
る
旨
。
厨
を

離
れ
た
§
官
８
冨
（
Ⅱ
“
薇
。
。
言
、
少
欲
の
者
）
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
後
世
の
５
９
自
陣
官

は
、
こ
の
巴
罵
○
○
菌
に
見
事
に
対
時
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
両
用
語
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
塵
ａ
ｇ
の
ロ

⑮

ｇ
と
塵
＆
冒
○
冒
品
盲
と
は
、
よ
く
そ
の
対
時
を
表
わ
し
え

て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ワリ
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一
方
、
こ
こ
で
、
先
の
引
用
を
更
に
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、

訂
９
画
‐
め
鼻
訂
国
‐
且
○
百
は
単
純
に
避
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
の
「
出
家
菩
薩
」
が
名
官
８
盲
（
Ⅱ
画
意
Ｃ
Ｏ
宮
）
の
真

の
苦
行
者
で
あ
れ
ば
訂
９
画
‐
の
畏
冨
目
‐
の
号
冨
は
む
し
ろ
受
け
て

も
当
然
と
い
う
前
提
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら

こ
そ
、
後
世
、
旨
。
盲
目
暦
と
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
人
が
両
９
画
‐

め
農
園
日
‐
邑
○
厨
を
求
め
て
苦
行
者
の
振
り
を
す
る
と
い
う
よ
う

な
現
象
が
教
団
内
に
も
加
速
度
的
に
増
大
し
て
い
っ
た
と
い
え
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
逆
に
い
え
ば
、
か
か
る
振
り
を

す
る
人
を
も
含
め
て
さ
え
、
「
出
家
菩
薩
」
の
功
徳
に
預
ろ
う
と

し
た
「
在
家
菩
薩
」
が
仏
教
教
団
を
経
済
的
に
支
援
し
つ
つ
増
大

し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
『
宝
積
経
」
第
二
三

⑯

会
の
次
の
一
節
は
、
か
か
る
教
団
史
の
一
コ
マ
を
雄
弁
に
物
語
っ

て
い
る
と
い
え
よ
箔
う
Ｏ

世
尊
よ
、
私
は
、
森
林
に
住
す
る
こ
と
（
片
○
国
冒
晶
目
唖

冒
］
閏
眉
冨
‐
ぐ
凶
の
画
）
に
お
い
て
偽
善
的
（
厨
旨
弓
ｇ
ｏ
の
息
ゞ

烏
日
９
画
）
に
振
舞
う
こ
と
な
く
、
乞
食
（
肝
ａ
の
昌
○
日
の
）

冒
骨
忌
日
）
に
お
い
て
偽
善
的
に
振
舞
う
こ
と
な
く
、
糞
掃

衣
含
ご
侭
烏
鳥
言
＆
息
》
忌
日
曾
百
こ
に
お
い
て
偽
善
的

に
振
舞
う
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
な
ん
の
た
め
か

と
申
せ
ば
、
私
は
十
二
頭
陀
支
（
ぬ
ご
自
照
冨
昌
ｏ
昌
目
胃
匡

唱
昏
〕
牙
乱
鼠
鯉
‐
号
日
９
個
）
を
正
し
く
守
っ
て
（
冨
吊
烏
胆

冒
月
匡
自
鴨
冒
》
の
四
日
乱
目
四
）
住
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で

し
て
、
そ
れ
は
ま
た
、
全
て
の
所
得
（
昌
胃
号
昌
号
冨
）
や

尊
敬
（
房
貝
豊
の
胃
富
国
）
や
名
声
（
啓
侭
“
の
匡
胃
且
冨
〕

号
冨
）
に
依
存
し
な
い
た
め
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
偽
善
的
に
振
舞
う
こ
と
の
な
い
真
の
苦
行
者
と
し
て

の
頭
陀
行
者
は
両
ｇ
“
‐
の
胃
厨
国
‐
陛
○
菌
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
文
献
的
に
興
味
深
い
こ
と
は
、

こ
の
三
語
か
ら
な
る
複
合
語
の
第
三
語
目
が
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
お
い

て
は
「
名
声
」
の
意
味
で
は
な
く
「
頌
」
を
意
味
す
る
厨
匡
鴨

呂
胃
匙
冒
に
よ
っ
て
機
械
的
に
翻
訳
き
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
お
蔭
で
、
こ
の
第
三
語
目
の
原
語

が
匙
○
百
で
あ
っ
た
こ
と
も
確
実
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

ま
た
、
後
代
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
者
の
時
代
に
は
「
名
声
」
と
し
て

の
陛
○
宮
は
ほ
ぼ
死
語
化
し
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
で
あ
ろ

う
。
一
方
、
こ
の
三
語
構
成
の
複
合
語
は
、
前
出
の
『
恐
怖
経
」

の
例
の
ご
と
く
、
「
苦
行
主
義
」
的
傾
向
を
強
め
た
パ
ー
リ
三
蔵

の
比
較
的
後
の
層
以
降
に
は
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
観
念

は
教
団
内
に
も
次
第
に
深
く
惨
透
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
教
団
史
展
開
の
㈲
初
期
と
⑤
中
期
と
に
か
な

り
典
型
的
に
現
わ
れ
た
も
の
と
見
倣
し
て
よ
い
例
が
、
側
で
は

，Q
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パ
ー
リ
『
相
応
部
」
の
「
所
得
と
尊
敬
と
の
相
応
（
厨
房
“
‐

⑰

“
鼻
百
日
‐
“
眉
旨
目
）
」
と
い
う
経
典
の
記
載
、
㈲
で
は
ヴ
ァ
ス
バ

⑬

ン
ド
ゥ
の
『
倶
舎
論
」
「
業
品
」
の
関
連
記
載
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
そ
れ
ら
の
記
載
の
眼
目
と
な
る
箇
所
の
み
を
引
い
て
お
く
。

㈲
比
丘
た
ち
よ
、
所
得
や
尊
敬
や
名
声
（
面
ｇ
：
四
房
腎
幽
‐

且
○
百
Ⅱ
両
９
画
‐
吻
呉
百
国
‐
堅
ｏ
雷
）
は
、
強
暴
（
尉
目
目
）
で
辛

烈
（
厨
冒
百
）
で
粗
暴
（
吾
四
昌
闇
）
で
、
無
上
の
安
寧
（
冒
隠
‐

罠
訂
日
幽
）
の
証
得
（
且
巨
盟
日
四
）
の
た
め
に
は
障
害
と
な
る

（
四
昌
胄
当
房
巴
も
の
で
あ
る
。

⑥
契
経
（
呂
冒
）
な
ど
〔
の
十
二
分
教
〕
を
如
実
に
汚
れ

な
く
説
示
す
る
こ
と
（
号
留
目
）
が
法
施
（
号
四
目
四
‐
計
目
）

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
お
よ
そ
だ
け
で
あ
れ
、
顛
倒
し
た

法
を
説
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
汚
れ
た
心
を
も
っ
て
所
得
や

尊
敬
や
名
声
（
両
与
働
‐
切
鼻
倒
国
‐
窟
囲
い
）
を
渇
望
し
つ
つ

（
ぐ
劃
。
。
冨
昌
）
〔
説
示
し
た
り
〕
す
る
よ
う
な
人
た
ち
は
、

大
い
な
る
自
己
の
功
徳
（
冒
昌
鯉
）
の
損
失
（
割
昌
）
を
も
た

ら
す
。

㈲
か
ら
㈲
へ
は
、
当
然
、
数
世
紀
に
及
ぶ
教
団
の
推
移
が
考
盧

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
㈲
は
、
そ
こ
に
示
し
た
眼
目
を
出
家
者

に
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
引
用
以
外
の
箇
所
で
種
々
の
話
を
例
示
し

て
真
の
苦
行
者
た
ら
ん
こ
と
を
推
賞
し
た
も
の
、
㈲
は
、
時
代
も

経
過
し
た
安
定
し
た
僧
院
の
中
に
居
住
す
る
、
例
え
ば
、

号
留
日
四
百
旨
冨
（
法
師
）
の
よ
う
な
「
出
家
菩
薩
」
に
対
し
て
、

せ
っ
か
く
の
法
施
の
功
徳
を
損
失
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意

を
促
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
特
に
後
者
に
つ
い
て
言
っ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
三
語
構
成
の
問
題
の
複
合

語
の
第
三
語
目
に
関
し
て
、
後
代
の
教
養
に
溢
れ
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン

ド
ゥ
に
は
も
は
や
そ
れ
を
パ
ー
リ
語
か
ら
機
械
的
に
匙
○
百
と
置

き
換
え
た
ま
ま
で
は
放
置
で
き
ず
正
規
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
も

容
易
に
意
味
が
通
る
よ
う
に
旨
囲
い
に
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ

⑲

た
点
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、
そ
う
ま
で
し

て
も
こ
の
複
合
語
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
そ
の
観

念
が
教
団
内
に
樛
透
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
で
あ
る

串
ハ
ノ
○

さ
て
、
と
こ
ろ
で
、
㈲
の
段
階
に
は
ま
だ
明
確
な
「
出
家
菩

薩
」
は
浮
上
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
教
団
史
の
展
開
を
通
じ

て
言
い
う
る
こ
と
は
、
教
団
の
周
辺
に
は
、
断
え
ず
教
団
を
経
済

的
に
支
え
そ
の
財
施
に
よ
っ
て
功
徳
（
宮
ご
鋤
）
に
預
ろ
う
と
し

て
い
た
在
家
寄
進
者
↓
「
在
家
菩
薩
」
が
お
り
、
彼
ら
は
概
し
て

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
的
宗
教
通
念
に
従
い
、
教
団
そ
の
も
の
よ
り
は
、
真

の
出
家
苦
行
者
↓
「
出
家
菩
薩
」
に
対
す
る
寄
進
（
烏
目

烏
冒
目
）
の
方
が
功
徳
（
冒
昌
四
）
が
大
き
い
と
考
え
て
お
り
、
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そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
に
よ
っ
て
両
９
口
‐
の
旦
訂
国
（
と
。
冨
々
四
§
）
に

真
に
値
す
る
「
出
家
菩
薩
」
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
も
、
か
か
る
「
在
家
菩
薩
」
と
「
出
家
菩
薩
」
と
の

関
係
の
中
で
、
教
団
施
設
の
大
規
模
化
と
並
行
し
な
が
ら
、
「
作

善
主
義
」
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
「
福
田

（
冒
昌
四
‐
厨
の
§
》
烏
厩
目
冨
）
」
た
る
「
出
家
菩
薩
」
の
下
に
伝
統

的
仏
教
教
団
内
に
結
集
さ
れ
た
運
動
が
「
大
乗
仏
教
」
の
拍
頭
で

あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
仮
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
仮
説
に
立
て
ば
、
「
出
家
菩
薩
」
と
し
て
苦
行
し
て
「
成
仏
」

し
た
最
終
解
脱
者
で
あ
る
「
仏
世
尊
（
言
＆
冒
罫
”
旧
く
習
）
」
が

真
の
「
福
田
」
と
し
て
両
９
ｍ
‐
“
禺
冨
国
幽
ｏ
百
々
鼠
閉
）
に
値
す

る
方
で
あ
る
と
見
倣
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ゆ

⑳

え
、
『
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
シ
ャ
タ
カ
」
の
百
話
全
て
の
冒
頭
に
お
い

て
、
「
仏
世
尊
」
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
○
弓
四
国
‐
官
且
呂
倒
国
‐

闇
穂
口
四
の
四
国
四
‐
四
目
四
‐
冒
胃
冨
圃
‐
ｇ
巴
箇
ご
口
‐
冒
鳥
富
国
な
ど
の

教
団
の
「
所
得
（
両
匡
画
と
の
「
所
得
者
（
再
言
邑
）
」
で
あ
り
、

か
つ
「
尊
敬
（
“
里
厨
国
）
」
に
値
す
る
方
と
し
て
「
尊
敬
さ
れ
る

（
の
鼻
§
）
」
「
有
名
な
大
功
徳
者
（
冒
８
日
四
訂
‐
冒
昌
号
と
で
あ

る
と
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
教

団
の
「
所
得
」
が
「
大
乗
仏
教
」
の
進
展
と
共
に
多
様
な
種
類
の

金
品
に
増
大
し
て
描
写
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

以
上
で
、
訂
９
ｍ
‐
の
禺
厨
国
（
‐
匙
○
百
）
に
関
す
る
用
例
の
若
干
を

見
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
限
り
で
は
、
両
９
ｍ
も
切
里
薗
田
も

用
語
を
含
め
て
そ
の
こ
と
自
体
が
忌
避
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
後
代
に
な
る
と
、
そ
の
こ
と
自
体
を
否
認

⑳

す
る
、
左
の
よ
う
な
用
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

所
得
（
厚
冨
）
と
尊
敬
（
の
具
富
国
）
と
は
全
て
の
仏
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
且
唱
蝉
品
冨
．
四
目
目
‐

百
四
国
）
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
所
得
と
尊
敬

ほ
ま
れ

た
か
ぶ
り

と
は
誉
（
ロ
彊
目
喝
巴
》
日
習
四
）
と
僑
（
局
喝
侭
冒
ゞ
日
乱
四
）

お
ご
り

と
慢
（
今
の
鴨
冒
］
日
里
国
）
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
所
得
と
尊
敬
と
は
師
匠
（
匡
四
日
画
一
唱
昌
）
た
ち
を
軽

視
す
る
こ
と
Ｐ
ご
匙
号
冨
且
冒
ぐ
目
倒
目
目
）
で
あ
る
と

考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
所
得
と
尊
敬
と
は
魔
（
圧
且
》

日
四
目
）
の
側
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ

う
（
》
○

私
見
に
よ
れ
ば
、
両
９
画
》
切
翼
冨
愚
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
全

面
否
認
が
旨
。
盲
目
宮
の
造
語
に
収
数
し
そ
れ
が
教
団
内
の
特

殊
な
グ
ル
ー
プ
に
愛
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
か
か
る
傾
向
を
示
す
「
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
言
詩
蔦

ミ
ミ
胃
‐
鳥
§
こ
は
「
邪
定
聚
（
］
品
恩
『
侭
の
の
冒
〕
且
昏
菌
言
四
）
‐

己
冨
国
）
」
を
甘
○
盲
目
厨
に
特
定
し
そ
の
人
数
を
稀
少
（
品
○

？R
ど り



目
呂
負
胤
。
閏
冨
）
と
し
な
が
ら
も
そ
れ
を
教
団
か
ら
排
除
し
う

⑳

る
よ
う
に
思
っ
て
い
な
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し

て
、
『
ア
ン
グ
リ
マ
ー
ラ
経
」
の
そ
の
一
段
が
描
く
と
こ
ろ
に
従

え
ば
、
広
義
の
教
団
内
に
は
、
冒
昌
“
（
徳
、
福
徳
、
功
徳
）
の

観
点
か
ら
み
て
、
巴
罵
○
○
富
の
究
極
と
も
い
う
べ
き
稀
少
の

「
出
家
菩
薩
」
と
、
旨
。
厨
の
権
化
と
も
い
う
べ
き
こ
れ
ま
た
稀

少
の
出
家
者
と
の
間
に
、
種
々
な
程
度
で
多
く
の
出
家
グ
ル
ー
プ

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
教
団
所
属
の
「
出
家
菩

薩
」
と
、
教
団
に
彼
ら
の
冒
昌
四
を
求
め
て
や
っ
て
く
る
「
在

家
菩
薩
」
と
の
関
係
を
円
滑
に
さ
せ
る
べ
く
教
団
の
管
理
運
営
に

従
事
し
、
後
者
の
前
者
に
対
す
る
寄
進
を
掌
握
し
て
い
た
の
が

く
巴
薗
員
ご
餌
冨
国
（
執
事
、
営
事
、
管
理
人
）
に
代
表
さ
れ
る
職

種
の
出
家
比
丘
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
職
務

上
、
金
銭
な
ど
の
教
団
の
「
所
得
」
に
は
ど
う
し
て
も
関
わ
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
彼
ら
に
対
し
て
両
９
画

や
の
里
百
日
に
拘
泥
せ
ず
に
清
廉
潔
白
に
職
務
が
逐
行
さ
れ
る
こ

と
が
期
待
さ
れ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、

両
喜
“
や
の
胃
厨
国
に
関
与
す
る
比
丘
の
存
在
は
現
実
問
題
と
し

て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
「
玲
伽
師
地
論

（
専
恩
、
胃
§
言
営
と
の
形
成
さ
れ
る
よ
う
な
時
代
と
も
な
れ
ば
、

そ
れ
ら
に
関
与
す
る
比
丘
の
役
職
名
が
両
９
画
‐
訂
日
四
や

＠

の
胃
冨
国
‐
訂
冒
四
と
呼
ば
れ
た
可
能
性
も
大
い
に
あ
り
え
た
と
考

え
ら
れ
る
。

他
方
、
教
団
は
、
か
か
る
職
種
の
出
家
比
丘
に
よ
っ
て
管
理
運

⑭

営
さ
れ
な
が
ら
、
冒
葛
ｍ
多
き
巴
忌
。
ｏ
言
の
「
高
徳
無
名
」
の

比
丘
を
拘
え
て
い
れ
ば
用
が
足
り
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

仏
教
の
思
想
（
島
各
〕
苦
言
農
四
目
煙
）
は
、
た
と
え
少
数
で
は
あ
ろ

う
と
も
、
必
ず
や
「
寡
徳
有
名
」
な
比
丘
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
教

授
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
団
内
の
あ
る
種
の
グ

ル
ー
プ
か
ら
見
れ
ば
、
例
え
ば
、
深
い
「
学
問
」
ゆ
え
に
教
団
の

内
外
か
ら
「
尊
敬
」
さ
れ
て
い
た
「
論
師
（
剛
。
閏
冨
）
」
が
、
却
っ

て
そ
の
「
学
問
」
に
対
す
る
名
声
ゆ
え
に
］
号
冨
や
め
臼
訂
国
に

拘
泥
す
る
旨
。
冨
目
汀
に
近
い
存
在
と
し
て
非
難
さ
れ
、
「
論

師
」
に
対
し
て
さ
え
「
学
問
」
よ
り
は
四
宮
卿
。
富
た
る
宮
喝
四

が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と

も
、
現
在
の
私
は
、
か
か
る
「
論
師
」
な
ど
の
思
想
家

（
倒
与
匡
冨
『
目
冨
）
の
教
団
内
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
具

体
的
に
論
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
下
に
は
、
如
上
の
目

論
み
も
込
め
な
が
ら
、
『
浬
梁
経
」
の
「
論
師
」
に
関
す
る
や
や

⑮

長
い
一
節
を
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
の
和
訳
に
よ
っ
て
示
し
て
本
稿
を

閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑳

㈹
論
師
（
“
］
８
号
。
ｐ
》
四
。
胃
冨
）
と
は
、
お
よ
そ
大
乗
の
教

､ ハ
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⑳

授
（
且
四
日
ｍ
侭
侭
》
煙
く
煙
ぐ
乱
画
）
を
示
し
、
正
し
い
思
想

⑳

（
胃
四
口
、
ｇ
四
ｍ
で
四
門
岸
、
ず
い
》
め
ゆ
Ｈ
ｐ
質
、
ｍ
‐
匹
籾
行
く
匡
四
詠
印
ロ
、
）
尤
己
Ｊ
ｂ
十
つ
、

不
適
切
な
（
昌
侭
９
国
騨
冒
邑
冨
］
“
汀
菅
宮
）
傘
（
魁
侭
い
，

ｏ
冨
胃
四
）
や
油
器
（
〕
宮
巨
日
日
喝
』
の
口
＆
）
百
日
目
）
や
種
々
の

９２

果
実
（
ず
日
切
宮
》
旨
目
日
四
目
鴨
も
匡
幽
‐
冒
昌
母
“
）
を
断
ち
、

王
や
大
臣
た
ち
に
依
存
せ
ず
、
所
得
（
『
具
＆
息
》
両
臣
四
）
の

⑳

た
め
に
寄
進
者
（
の
ご
旨
冒
冒
〕
爵
百
百
）
た
ち
に
優
し
い
好

ま
し
い
言
葉
ａ
彊
冨
烏
侭
目
く
自
己
閏
“
目
凹
冨
〕
日
の
目
煙
‐

冒
冒
‐
ぐ
四
８
目
）
を
な
さ
ず
、
威
儀
（
”
冨
○
呂
勉
日
〕
身
目
呉
冨
）

を
完
備
し
、
無
軌
道
な
（
啓
巳
日
乱
冒
）
沙
門
の
あ
り
方

（
侭
①
の
ｇ
ｏ
侭
四
号
図
：
。
ゞ
の
日
日
四
目
‐
９
国
ご
“
）
を
排
除
し
、

、

〔
よ
き
〕
習
慣
を
身
に
つ
け
言
冒
房
耳
目
、
烏
品
匡
目
目
〕

且
煙
く
鼻
、
持
戒
）
、
善
法
（
侍
の
冨
冒
宮
“
ゞ
百
閏
医
‐
澤
画
自
画
）

を
備
え
、
大
海
の
よ
う
な
智
慧
を
保
持
し
、
他
人
の
容
姿

（
ご
且
鴨
侭
の
〉
鼻
昌
）
と
服
装
（
・
冨
耳
且
〉
ぐ
の
の
画
）
と
所
得

（
厚
冨
）
と
尊
敬
（
の
翼
百
国
）
と
を
求
め
ず
（
且
唾
＆
息
〉

四
訂
日
画
冨
）
、
満
足
を
知
っ
て
（
ｇ
品
吾
の
“
“
言
侭
》
の
四
目
扁
冨
）

節
制
々
ｏ
ご
且
冨
具
目
明
目
》
砂
臼
己
の
客
画
）
を
示
す
も
の
で

あ
れ
ば
、
か
か
る
も
の
こ
そ
論
師
と
い
わ
れ
る
。
彼
は
、
お

よ
そ
所
得
や
尊
敬
を
求
め
る
（
目
滞
号
四
号
掲
罠
昌
昌
牙
匡

冒
》
釘
９
ｍ
‐
愚
弄
働
国
‐
厨
日
四
）
グ
ル
ー
プ
（
》
唇
○
月
》
層
『
超
ｅ
に
し

て
自
派
の
グ
ル
ー
プ
の
教
団
（
国
侭
唱
匡
ｏ
品
旨
侭
の
》
号
ロ
ゞ

⑪

の
く
い
‐
冒
獄
協
什
，
の
自
侭
菌
）
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
も
の

を
転
向
さ
せ
る
（
園
眉
冒
周
ｇ
良
く
菌
ぐ
閏
且
目
）
の
で
あ
る
。

⑫

㈲
そ
こ
で
、
教
団
は
ま
た
三
種
で
あ
り
、
即
ち
、
習
慣
を

乱
す
も
の
の
混
在
し
た
〔
教
団
〕
（
厨
言
晨
盲
目
“
ゞ
・
亘
冨

』
四
口
い
》
島
の
い
も
口
宮
座
、
の
塵
巨
且
〕
」
口
意
ユ
、
‐
切
四
冒
切
誘
窟
［
‐
、
画
日
ぬ
ぎ
里
）
し
」
、

凡
庸
な
も
の
の
教
団
ｅ
首
：
巴
侍
の
塵
目
》
国
“
‐
困
鳥
盲
）

と
、
本
来
の
教
団
（
＆
品
目
冒
題
芦
持
の
》
目
ロ
ゞ
宮
烏
昌
‐

“
四
掲
冨
）
と
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
習
慣
を
乱
す
も
の
の
混

在
し
た
教
団
は
、
か
〔
の
論
師
〕
が
転
向
さ
せ
る
が
、
習
慣

を
乱
す
も
の
の
混
在
し
た
教
団
と
い
わ
れ
る
の
は
、
〔
こ
の

教
団
が
〕
あ
る
種
（
］
高
昌
蒟
）
の
習
慣
を
乱
す
も
の
た
ち

と
一
致
し
て
行
い
（
〕
吾
目
冒
『
ご
＆
号
）
彼
ら
を
断
罪
す
る

こ
と
な
く
（
ｇ
閏
唄
＆
園
境
目
ご
の
ら
財
物
（
園
”
侭
曽
侭
》

習
己
笛
）
の
た
め
に
彼
ら
と
一
緒
に
振
舞
い
一
致
し
て
行
う

よ
う
な
〔
教
団
〕
で
あ
り
、
た
と
え
〔
そ
の
成
員
が
〕
習
慣

を
身
に
つ
け
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
と
一
緒
に
住
す
る
こ

と
に
よ
り
、
全
く
習
慣
を
乱
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
列

挙
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
こ
そ
習
慣
を
乱
す
も
の
の
混
在

し
た
〔
教
団
〕
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
無
軌
道

を
転
向
さ
せ
る
か
ら
論
師
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
凡
庸
な
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も
の
の
教
団
と
い
わ
れ
る
の
は
、
森
林
住
者
（
侭
。
巨
冒
恩
〕

創
国
ｇ
四
百
）
や
徳
薄
き
も
の
（
房
＆
目
日
切
昌
自
窟
》
日
目
烏
‐

冒
昌
“
）
や
鈍
重
な
も
の
（
口
口
伝
“
冒
》
“
ｇ
習
騨
）
た
ち
で
あ
っ

⑬

て
、
自
窓
（
の
厨
房
〕
ご
＆
周
］
冒
煙
く
画
国
目
）
や
布
薩
（
鴨
。

、
ご
ｏ
品
も
。
協
監
四
）
の
時
に
、
自
分
の
グ
ル
ー
プ
だ
け
を
清

浄
に
す
る
ａ
緒
冒
Ｈ
ｇ
の
ｅ
が
、
習
慣
を
乱
す
も
の
た
ち
を

清
浄
に
す
る
こ
と
な
く
彼
ら
と
一
緒
に
混
在
し
て
住
す
る
よ

う
な
、
そ
れ
が
凡
庸
な
も
の
の
教
団
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
鈍
重
な
も
の
た
ち
の
方
策
な
き
あ
り
方
（
厨
冒
」
日
四

冒
目
目
）
を
排
除
す
る
か
ら
論
師
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
来
の
教
団
と
は
、
千
万
ほ
ど
の
魔
で
さ
え
も
破
る
こ
と
が

で
き
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
来
的
に
清
浄
な
（
国
侭

冨
宮
口
閏
】
の
９
回
白
冨
ａ
侭
冒
》
目
鼻
昼
‐
ぐ
昏
佳
富
）
菩
薩
教
団

（
ず
国
四
目
、
。
廿
匡
す
め
の
日
ｍ
堅
己
釦
嘩
』
匡
幽
の
塵
巨
国
）
丘
○
匹
言
い
異
尊
仰
‐
ｍ
ｍ
Ｂ
ｍ
廿
四
）

で
あ
る
。
〔
そ
し
て
、
〕
お
よ
そ
だ
れ
で
あ
れ
習
慣
を
乱
す
も

の
の
二
種
の
教
団
を
転
向
さ
せ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
が

論
師
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
記
述
が
こ
の
経
典
成
立
の
最
初
か
ら
全
く
こ
の
ま
ま
の

文
言
で
あ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
菩
薩
教
団
と

い
わ
れ
る
第
三
の
教
団
の
外
に
他
の
二
種
の
教
団
が
存
在
し
て
い

た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
自
窓
や

布
薩
も
、
そ
の
関
わ
り
方
に
違
い
が
想
定
さ
れ
る
も
の
の
、
一
緒

に
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
論
師
」
が
三
種
の
教
団
を
指
導

で
き
る
よ
う
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ

の
「
論
師
」
が
「
学
問
」
の
師
と
し
て
は
描
か
れ
ず
、
「
思
想

（
島
豊
）
」
よ
り
は
「
習
慣
（
獣
邑
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
描
か

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本
経
の
大
乗
経
典
た
る
由
縁
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
大
乗
経
典

の
側
か
ら
は
、
こ
れ
と
全
く
対
極
に
あ
る
「
論
師
」
は
、

旨
ｏ
宮
口
匡
冨
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
両
与
四
や
②
里
厨
国
に
拘

⑭

泥
す
る
「
寡
徳
有
名
」
な
出
家
者
と
見
倣
さ
れ
た
可
能
性
も
ま
た

大
い
に
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注①
本
稿
執
筆
に
つ
い
て
は
、
そ
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
れ
た
小
谷
信

千
代
博
士
に
ま
ず
も
っ
て
衷
心
よ
り
の
謝
意
を
表
さ
せ
て
頂
き
た
い
。

私
は
こ
の
八
月
末
に
半
年
余
従
事
し
て
い
た
仕
事
か
ら
完
全
に
解
放

さ
れ
、
雑
然
と
し
た
机
辺
を
や
っ
と
整
理
し
始
め
て
、
ふ
と
、
夏
休

み
以
前
に
頂
載
し
て
い
た
、
田
上
太
秀
博
士
の
「
一
閏
提
と
は
何
者

か
」
「
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
第
三
一
号
（
二
○
○
○
年
十
月
、

実
際
の
刊
行
は
本
年
に
な
っ
て
か
ら
）
、
一
六
七
’
一
八
五
頁
の
抜

刷
に
気
が
つ
い
た
。
こ
の
田
上
論
文
を
機
縁
に
両
９
画
と
、
臼
百
国

の
こ
と
が
急
に
気
掛
り
と
な
り
出
し
て
、
こ
の
件
に
関
し
、
次
註
の
、

望
月
、
下
田
両
博
士
の
大
著
を
も
調
べ
た
結
果
、
私
の
思
い
つ
き
も
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満
更
で
は
な
い
と
い
う
考
え
に
至
っ
た
。
す
る
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の

こ
ろ
に
、
拙
害
評
の
掲
載
さ
れ
た
『
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
七
三
号

（
二
○
○
一
年
五
月
、
実
際
の
刊
行
は
八
月
末
）
の
件
を
も
兼
ね
て
、

小
谷
博
士
よ
り
お
手
紙
（
九
月
五
日
受
）
を
頂
く
機
会
が
あ
っ
た
の

で
、
そ
の
考
え
を
お
返
事
で
洩
ら
し
た
と
こ
ろ
、
確
か
あ
の
忌
わ
し

い
の
①
宮
匡
の
直
前
だ
っ
た
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
小
谷
博
士
か

ら
お
電
話
が
あ
り
、
今
月
中
に
仕
上
げ
て
頂
け
る
な
ら
よ
ろ
し
い
と

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
思
い
も
か
け
ぬ
快
諾
に
早
速
飛
び
つ

か
せ
て
頂
い
た
が
、
そ
の
御
好
意
に
深
謝
し
つ
つ
、
万
一
拙
速
ゆ
え

の
過
誤
が
多
け
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
一
人
の
責
任
で
あ

る
。
た
だ
、
い
か
に
拙
速
と
は
い
え
、
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
の
名

誉
を
汚
し
た
く
な
い
と
願
っ
た
こ
と
だ
け
は
信
じ
て
頂
き
た
い
。

②
望
月
良
晃
「
大
乗
浬
梁
経
の
研
究
ｌ
教
団
史
的
考
察
』
（
春
秋

社
、
一
九
八
八
年
）
参
照
。
規
定
に
つ
い
て
は
、
特
に
、
九
九
頁
に

注
目
さ
れ
た
い
。

③
下
田
正
弘
「
混
梁
経
の
研
究
ｌ
大
乗
経
典
の
研
究
方
法
試
論
」

（
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

④
こ
の
間
通
に
関
す
る
近
時
の
代
表
的
な
拙
稿
二
備
の
み
を
指
摘
し

て
お
け
ば
、
ヨ
法
華
経
』
と
『
無
量
寿
経
」
の
菩
薩
成
仏
論
」
『
駒

沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
』
第
六
号
（
二
○
○
○
年
十
月
）
、
二
八
八

’
二
四
八
頁
、
「
ダ
レ
ゴ
リ
ー
・
シ
ョ
ペ
ン
著
、
小
谷
信
千
代
訳

『
大
乗
仏
教
興
起
時
代
・
イ
ン
ド
の
僧
院
生
活
」
」
『
仏
教
学
セ
ミ

ナ
ー
」
第
七
三
号
（
二
○
○
一
年
五
月
）
、
七
二
’
八
六
頁
が
あ
る
。

な
お
、
こ
の
問
題
に
関
連
し
、
最
近
、
私
は
「
貧
女
の
一
灯
物
語

ｌ
「
小
善
成
仏
」
の
背
景
③
ｌ
」
「
駒
沢
短
期
大
学
仏
教
論
集
』

第
七
号
（
二
○
○
一
年
十
月
）
、
三
○
六
’
二
七
一
頁
を
も
の
し
た

が
、
そ
の
二
七
五
’
二
七
四
頁
、
註
別
に
お
い
て
、
「
成
仏
」
に
つ

き
、
「
釈
尊
の
肉
体
が
消
滅
し
（
息
『
巨
局
ぐ
目
四
目
ぐ
凶
）
霊
魂
が
焼
え

て
（
茸
、
昏
倒
）
当
に
進
ま
ん
（
怠
の
崗
昌
）
」
と
い
う
意
味
内
容
の

こ
と
を
記
し
な
が
ら
、
松
田
和
信
後
掲
者
（
後
註
、
）
、
三
七
頁
、

四
一
頁
、
四
三
’
四
四
頁
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
失
念
し
て

い
た
こ
と
に
、
今
回
気
が
つ
い
た
。
こ
こ
に
補
足
し
お
詫
び
を
申
し

上
げ
て
お
き
た
い
。

⑤
望
月
前
掲
害
（
前
註
２
）
一
○
八
頁
、
註
８
参
脈
。
『
十
住
毘
娑

沙
論
」
の
引
用
は
、
大
正
蔵
、
二
六
巻
、
二
九
頁
中
に
よ
る
。

⑥
五
つ
の
目
言
ご
響
く
画
に
つ
い
て
は
、
詞
両
侭
田
８
Ｐ
団
員
号
冒

麹
怠
忌
包
切
冨
冒
否
‐
群
ロ
ミ
冒
旨
固
曼
母
巴
①
ご
己
く
．
勺
Ｈ
①
閉
》
届
、
輿
幻
目
‐

い
の
ロ
吊
冒
〕
后
誤
》
や
吟
罵
の
同
項
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
り
、
ロ

三
○
ｍ
号
四
国
（
①
巳
）
〕
、
○
号
冴
昌
冒
息
言
ご
具
目
○
戸
』
○
》
ら
い
？
乞
い
・

殴
鳥
号
。
【
の
宮
》
こ
ど
も
畠
団
骨
大
正
蔵
、
三
○
巻
、
五
一
八

頁
上
）
、
ま
た
、
そ
の
馬
ロ
＆
に
よ
り
、
厚
恩
や
員
禽
旨
消
も
函
〕

』
侭
ミ
ミ
ミ
‐
鼠
寓
言
）
日
も
匡
昌
を
、
順
次
に
参
照
さ
れ
た
い
。
な

お
、
ｂ
侭
言
‐
菖
蔚
旨
の
当
該
箇
所
の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
、
片
山

一
良
訳
「
梵
網
経
」
『
原
始
仏
教
』
１
（
一
九
九
一
年
四
月
）
、
一
四

頁
参
照
の
こ
と
。
更
に
、
望
月
前
掲
書
（
前
註
２
）
、
一
○
二
頁
所

引
の
「
除
蓋
障
菩
薩
所
問
経
』
の
「
利
養
」
を
遠
離
し
て
「
浄
命
」

を
得
る
十
法
の
記
述
（
大
正
蔵
、
一
四
巻
、
七
四
六
頁
中
）
は
、

「
五
邪
命
法
」
を
排
除
す
る
あ
り
方
を
敷
術
し
て
説
明
し
た
も
の
と

も
見
倣
し
う
る
。
こ
の
記
述
に
対
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
、
℃
且
・

ｚ
ｏ
＆
雪
〕
ロ
曽
眉
呂
島
‐
ｇ
で
あ
る
が
、
漢
訳
の
「
利
養
」
の
語

に
対
応
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
笥
昌
＆
息
よ

り
判
断
し
て
、
両
与
画
の
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
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『
除
蓋
障
菩
薩
所
間
経
』
の
今
の
記
述
の
直
前
に
は
、
本
稿
で
も
触

れ
る
「
論
師
（
胃
胃
冨
）
」
を
含
む
教
団
内
の
あ
り
様
を
推
測
す
る

上
で
注
目
す
べ
き
記
述
も
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
註
番
号
の
少
し
前
の
本
文
中
で
「
負
利
養
」
に

面
９
画
‐
切
胃
訂
国
‐
百
日
四
を
当
て
た
の
は
、
拙
稿
「
恩
召
ｓ
、
急
言
曽

に
お
け
る
“
種
の
有
情
分
類
リ
ス
ト
に
つ
い
て
」
『
駒
沢
短
期
大
学

研
究
紀
要
』
第
二
七
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）
、
一
四
○
頁
所
引
の

尽
恩
目
、
§
言
曽
の
記
述
中
の
㈱
㈱
の
語
に
基
づ
い
た
結
果
で
あ
る
。

⑦
両
ｇ
四
一
語
が
「
利
養
」
と
漢
訳
さ
れ
る
例
と
し
て
は
、
前
註
６

に
示
し
た
「
除
蓋
障
菩
薩
所
問
経
』
や
尽
曾
３
昌
罫
園
菖
の
玄
英
訳

（
両
９
画
‐
訂
日
四
を
「
負
利
養
」
と
訳
す
）
が
知
ら
れ
る
が
、
他
に

も
、
、
。
§
首
§
き
ざ
§
（
弓
○
四
冨
圖
＆
．
や
闇
興
』
５
）
の

面
９
画
に
対
す
る
玄
英
訳
「
利
養
」
（
大
正
蔵
、
三
○
巻
、
五
三
二

頁
下
、
五
行
）
な
ど
の
例
が
あ
る
。
多
い
と
思
わ
れ
る
が
他
の
検
索

は
省
略
す
る
。

⑧
切
禺
訂
国
が
漢
字
の
「
養
」
一
宇
で
訳
さ
れ
る
例
は
、
『
法
華
経
』

の
羅
什
訳
に
比
較
的
多
く
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

埋
旨
凹
禽
ミ
〕
胃
鳥
獄
さ
詩
吻
鼠
等
ミ
昌
息
昌
骨
慰
畠
員
ミ
〕
祠
四
ｍ
ｇ
‐

ｇ
の
貝
も
め
駕
』
〆
弓
弓
巴
‐
己
陪
参
照
。
ま
た
、
望
月
前
掲

書
（
前
註
２
）
、
一
○
○
’
一
○
一
頁
所
引
の
「
宝
積
経
』
「
発
勝
志

楽
会
」
の
二
二
項
目
に
も
わ
た
る
「
利
養
」
の
記
述
中
の
「
養
」
は
、

対
応
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
屯
且
．
》
ｚ
ｏ
，
計
？
器
》
凶
》
］
と
巴
‐
馬
に
よ

れ
ば
全
て
房
日
呂
に
当
る
の
で
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
“
ｇ
富
国

を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑨
以
上
の
う
ち
、
「
目
し
た
の
者
が
目
う
え
の
者
に
仕
え
る
」
と
の

説
明
は
、
小
川
環
樹
・
西
田
太
一
郎
・
赤
塚
忠
『
新
字
源
』
（
角
川

書
店
、
旧
版
、
貼
付
の
奥
付
を
失
っ
て
発
行
年
月
日
不
明
）
、
二

一
六
頁
に
よ
る
。
『
説
文
」
等
の
記
載
は
、
白
川
静
「
字
通
』
（
平
凡

社
、
一
九
九
六
年
）
、
一
五
六
頁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

⑩
こ
の
一
節
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
断
片
を
含
む
関
連
必
要
文
献
は
、

全
て
、
松
田
和
信
「
イ
ン
ド
省
図
書
館
所
蔵
中
央
ア
ジ
ア
出
土
大
乗

浬
藥
経
梵
文
断
簡
集
Ｉ
ス
タ
イ
ン
・
ヘ
ル
ン
レ
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

ー
』
（
東
洋
文
庫
、
一
九
八
八
年
）
、
四
五
頁
、
四
七
頁
、
四
八
頁
、

五
○
頁
に
示
さ
れ
て
い
る
。
拙
訳
は
そ
れ
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
旨
○
冨
貝
陦
幽
な
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
に
つ
い
て
は
、
こ

の
対
応
断
片
中
に
も
確
認
さ
れ
、
他
の
箇
所
に
も
か
な
り
の
範
囲
に

わ
た
っ
て
認
め
ら
れ
る
の
で
、
原
語
は
ほ
ぼ
こ
の
語
に
確
定
し
て
い

る
と
み
て
よ
い
と
思
う
。
田
上
前
掲
論
文
（
前
註
１
）
の
冒
頭
に
原

語
が
不
明
の
よ
う
な
記
載
も
あ
る
の
で
敢
え
て
蛇
足
を
加
え
た
こ
と

に
御
海
容
を
乞
い
た
い
。

⑪
下
田
前
掲
害
（
前
註
３
）
、
三
六
○
頁
は
、
か
か
る
決
め
付
け
の

上
で
『
浬
藥
経
』
以
前
の
文
献
へ
遡
っ
て
研
究
を
展
開
し
て
い
く
こ

と
に
、
淵
胃
５
頁
冒
凰
目
（
先
決
問
題
要
求
の
虚
偽
）
の
ミ
ス
を

指
摘
し
て
い
る
が
、
私
は
旨
。
冨
昌
房
口
を
悪
人
と
決
め
付
け
る
必

要
は
全
く
感
じ
て
い
な
い
も
の
の
、
文
献
を
過
去
へ
遡
っ
て
み
る
必

要
性
は
大
い
に
感
じ
て
い
る
。
本
稿
は
、
い
わ
ば
そ
の
成
果
で
あ
る

が
、
右
の
よ
う
な
ミ
ス
を
指
摘
し
た
下
田
博
士
は
、
そ
の
指
摘
と
関

係
が
あ
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
、
望
月
博
士
が
せ
っ
か
く
指
摘
さ
れ
た

両
罫
四
や
の
罠
百
国
に
関
連
す
る
文
献
の
考
察
を
、
原
語
の
提
示
も

含
め
て
、
そ
れ
以
上
な
さ
れ
よ
う
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
研
究
方
法

の
提
起
が
斬
新
な
だ
け
に
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。

⑫
ミ
恩
萱
昌
・
‐
ミ
ミ
、
肖
も
ら
と
ｇ
‐
患
な
お
、
以
下
に
示
し
た
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和
訳
は
、
片
山
一
良
訳
『
中
部
（
マ
ッ
ジ
マ
ニ
カ
ー
ャ
）
根
本
五
十

経
篇
Ｉ
』
（
パ
ー
リ
仏
典
、
第
一
期
１
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
七
年
）
、

七
七
頁
に
よ
る
。
た
だ
し
、
両
９
ｍ
に
対
す
る
片
山
訳
「
利
得
」
は
、

本
稿
に
お
け
る
訳
語
統
一
の
た
め
「
所
得
」
と
訳
し
変
え
て
あ
る
こ

と
を
お
許
し
頂
き
た
い
。
な
お
、
パ
ー
リ
仏
典
に
お
け
る
用
例
に
つ

い
て
は
、
後
註
Ⅳ
の
場
合
を
含
め
て
、
水
野
弘
元
『
増
補
改
訂
版
南

伝
大
蔵
経
総
索
引
』
第
一
部
、
第
二
部
（
ピ
タ
カ
、
一
九
七
七
年
）

の
お
世
話
に
な
っ
た
。

⑬
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
一
九
六
九
年
）
、

一
四
○
’
一
四
一
頁
令
著
作
集
、
第
三
巻
、
二
三
九
頁
）
参
照
。

⑭
宇
井
伯
寿
『
印
度
哲
学
研
究
』
第
三
（
甲
子
社
書
房
、
一
九
二
六

年
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
、
四
八
’
四
九
頁
参
照
。

⑮
パ
ー
リ
語
呂
宮
。
ｏ
宮
に
対
応
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
吾
ま

一
言
脚
１
１

巴
忌
８
富
で
あ
る
が
、
そ
の
実
際
の
用
例
は
、
団
員
罫
§
ご
§
言
曽

（
言
○
四
冨
国
＆
．
）
も
」
お
」
．
巴
に
よ
る
。
こ
の
箇
所
の
昌
忌
ｏ
‐

ｏ
富
に
対
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
ロ
＆
〕
ｚ
ｏ
色
笥
望
毎
〕
司
馬

に
示
さ
れ
る
震
ば
＆
冒
○
冒
侭
冨
曹
》
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に

よ
っ
た
。
５
ｏ
ご
日
時
、
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
塵
８
９
①
昌
冒
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ち
い
ち
典
拠
を
示
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑯
祠
＆
》
三
○
．
計
？
囹
〉
凶
〕
器
昌
‐
宮
こ
の
対
応
漢
訳
で
あ
る

「
摩
訶
迦
葉
会
」
の
一
節
（
大
正
蔵
、
二
巻
、
五
○
七
頁
上
）
は
、

望
月
前
掲
書
（
前
註
２
）
、
一
○
○
頁
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

⑰
幹
言
旨
§
‐
ミ
禽
旨
》
ロ
）
弓
い
誤
‐
隠
燈
南
伝
蔵
、
第
一
三
巻
、

三
三
一
’
三
六
○
頁
参
照
。
以
下
、
㈲
と
し
て
引
用
し
て
示
し
た
箇

所
は
ゞ
忌
員
も
・
闇
・
巨
画
山
で
あ
る
。

⑱
患
置
き
ミ
曽
黒
＆
§
言
建
国
令
国
農
目
＆
）
も
隠
戸
屋
」
山
も

目
吟
巨
５
‐
扇
》
舟
橋
一
哉
『
倶
舎
論
の
原
典
解
明
」
（
法
蔵
館
、

一
九
八
七
年
）
、
三
二
三
頁
、
五
二
七
頁
参
照
。
以
下
の
㈲
の
引
用

は
）
忌
員
も
画
忌
』
．
勗
‐
５
を
拙
訳
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
箇
所
の
舟
橋
訳
に
は
、
《
《
騨
昌
目
豊
ゞ
に
対
応
す
る

訳
語
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
注
意
。

⑲
因
み
に
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
が
彼
の
直
前
の
時
代
の
文
献
と
し
て

学
ん
だ
で
あ
ろ
う
（
あ
る
い
は
、
更
に
限
定
し
て
い
え
ば
、
彼
の

目
【
乱
。
胃
冨
が
関
与
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
）

、
貝
富
国
§
息
言
曽
の
前
註
７
で
扱
っ
た
同
じ
箇
所
で
は
、
問
題
の

三
語
構
成
の
複
合
語
が
ゞ
口
画
切
閏
ぐ
煙
，
面
喜
“
‐
の
具
訂
昌
‐
陛
○
汀
切
巨
）
》
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
応
す
る
チ
ベ

ッ
ト
訳
は
ロ
＆
〕
三
○
色
曽
》
弓
』
）
届
瞭
］
に
《
《
客
①
烏
侭
肖
昌
＆

も
四
匹
い
ロ
、
、
ご
穴
巨
園
の
ご
旦
印
国
、
、
庁
の
琴
］
ぬ
い
の
匡
ず
○
回
包
む
四
《
ず
ｍ
Ｈ
ｐ
ｍ
ｏ
血
Ｑ
一
ｍ

目
毎
口
ご
閏
目
ご
＆
：
ご
）
）
と
あ
、
リ
、
の
一
○
百
が
こ
こ
で
も
↓
〆
巨
鴨

呂
胃
＆
冨
雪
ゞ
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
気
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
註
釈
と
さ
れ
る
ミ
ミ
ミ
§
冒
凰
さ
侭
軍
罫
爵
旨

に
は
《
《
両
ｇ
四
‐
切
禺
百
国
〕
〕
と
の
み
あ
っ
て
陛
○
百
の
付
さ
れ
た
複
合

語
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ｐ
三
四
噌
○
＆
末

尾
の
索
引
、
や
］
患
の
↑
《
両
９
ｍ
‐
“
曾
訂
風
》
》
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
（
前
註
４

前
者
）
、
二
七
八
頁
参
照
。
和
訳
に
つ
い
て
は
、
拙
槁
「
菩
薩
成
仏

論
と
捨
身
二
證
」
「
駒
沢
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
八
号
（
二
○

○
○
年
三
月
）
、
三
一
六
頁
参
照
。

⑳
詞
の
２
号
尉
早
闇
凶
》
辰
旨
中
式
こ
れ
は
、
望
月
前
掲
言

（
前
註
２
）
、
一
○
一
頁
所
引
の
『
宝
積
経
』
「
発
勝
志
楽
会
」
の
二

二
項
目
中
の
⑧
㈲
に
相
当
す
る
。
漢
訳
は
、
二
句
を
対
と
し
、
後
句
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を
理
由
句
の
よ
う
に
読
む
が
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
そ
の
よ
う
な
理
解
は

示
さ
れ
て
い
な
い
。

⑳
求
那
倣
陀
羅
訳
『
央
掘
魔
羅
経
』
と
そ
の
対
応
チ
ベ
ッ
ト
訳
、

勺
ｚ
ｏ
ｍ
己
と
は
必
ず
し
も
ぴ
っ
た
り
と
は
一
致
せ
ず
、
今
問
題

と
し
て
い
る
箇
所
で
も
、
前
者
が
頌
型
を
取
る
の
に
対
し
て
後
者
は

そ
う
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
、
大
正
蔵
、
二
巻
、
五
二
九
頁
下
、
一

○
’
一
六
行
に
対
応
す
る
チ
ベ
ッ
ト
訳
》
尋
員
．
目
の
屋
》
国
忌

予
弓
母
］
を
和
訳
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
「
学
識
あ
る
人
た
ち
の
ゆ
え

に
〔
教
団
内
の
も
の
は
〕
二
種
で
あ
る
と
考
察
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
、

邪
定
〔
聚
〕
と
い
わ
れ
る
も
の
は
旨
。
宮
目
冨
で
あ
り
、
正
定

〔
聚
〕
と
い
わ
れ
る
も
の
は
声
聞
と
独
覚
と
で
あ
る
。
大
徳

（
ｇ
四
８
口
国
）
マ
ハ
ー
マ
ウ
ド
ゥ
ガ
リ
ャ
ー
ャ
ナ
よ
、
稀
少
な
も

の
は
二
秘
で
あ
る
。
二
種
と
は
な
に
か
。
如
来
と
旨
。
冨
目
冨
と

で
あ
る
。
如
来
は
最
勝
の
地
位
に
お
い
て
稀
少
と
な
れ
る
も
の
で
あ

り
、
如
来
よ
り
高
貴
な
も
の
の
地
位
は
外
に
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

下
劣
な
も
の
の
地
位
に
お
い
て
も
欲
望
多
き
も
の
（
堅
８
日
目
鴨

旨
ｏ
冨
日
民
画
を
か
く
訳
し
た
か
、
そ
う
で
な
く
と
も
、
意
味
上

旨
○
冨
昌
宮
と
同
じ
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
不
通
と
思
わ
れ
る
）
よ

り
も
外
の
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
」
と
い
う
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

な
お
、
本
経
の
概
略
お
よ
び
そ
の
思
想
的
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、

高
崎
直
道
『
如
来
蔵
思
想
の
形
成
」
（
春
秋
社
、
一
九
七
四
年
）
、
一

九
一
’
二
三
三
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
前
掲
拙
稿
（
前
註
６
）
で
触
れ
た
尽
恩
。
ミ
§
言
曽
の
記
述
中
の

⑰
両
ｇ
四
‐
訂
日
四
㈱
、
具
百
日
‐
百
日
煙
に
対
す
る
そ
の
折
の
私
の
判

断
を
示
し
て
お
け
ば
、
「
僧
団
の
雑
務
に
従
事
す
る
身
分
の
低
い
比

丘
は
、
仕
事
に
熱
心
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
高
価
な
金
品
や
世
間
的
名

誉
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
行
動
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
い
う

彼
ら
を
多
少
冷
や
や
か
に
両
喜
“
‐
百
日
勉
と
か
い
画
弄
習
煙
‐
訂
日
四
と
呼

ぶ
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
（
一
五
九
頁
）
で
あ
る
。

⑳
こ
の
語
は
、
後
註
弘
を
付
し
た
箇
所
の
「
寡
徳
有
名
」
の
語
と
共

に
、
平
井
俊
榮
博
士
の
最
終
講
義
「
神
異
と
習
禅
ｌ
「
高
僧
伝
」

に
見
る
中
国
仏
教
受
容
の
一
断
面
ｌ
」
を
機
縁
と
し
て
、
そ
の
影

響
の
下
に
私
が
使
用
し
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
私
の
意
図
す
る

教
団
史
的
な
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
、
拙
書
『
唯
識
思
想
論
考
』

（
大
蔵
出
版
、
二
○
○
一
年
）
、
六
’
七
頁
、
四
六
’
四
七
頁
、
註

９
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑮
勺
＆
＄
ｚ
ｐ
尉
興
目
Ｆ
も
息
‐
ｇ
農
〃
こ
の
箇
所
は
、
漢
訳
『
浬

梁
経
」
「
金
剛
身
品
」
の
、
法
顕
訳
六
巻
本
で
は
、
大
正
蔵
、
一
二

巻
、
八
六
七
頁
上
、
二
七
行
ｌ
中
、
一
七
行
、
曇
無
識
訳
四
十
巻
本

で
は
、
同
、
三
八
四
頁
中
、
一
二
行
１
下
、
三
行
に
相
当
す
る
。
な

お
、
こ
の
う
ち
の
、
法
顕
訳
か
ら
の
現
代
語
訳
は
、
下
田
前
掲
害

（
前
註
３
）
、
一
八
○
’
一
八
一
頁
の
⑤
⑥
の
段
（
以
下
の
本
文
中

に
引
用
さ
れ
る
拙
訳
の
㈹
㈲
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
）
に
示
さ
れ
、
チ
ベ

ッ
ト
訳
か
ら
の
和
訳
の
一
部
は
、
同
、
一
八
八
’
一
八
九
頁
に
示
さ

れ
、
ま
た
、
曇
無
識
訳
か
ら
の
現
代
語
訳
は
、
田
上
太
秀
訳
「
ブ
ッ

ダ
臨
終
の
説
法
ｌ
完
訳
大
般
浬
藥
経
」
１
（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
六

年
）
、
一
三
九
’
一
四
一
頁
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
問
題
と
す
る
「
論
師
」
に
つ
い
て
は
、
本
文
献

の
当
初
よ
り
そ
の
原
語
が
国
。
閏
旨
に
固
定
し
て
い
た
か
否
か
に
関

し
て
大
き
な
疑
問
が
残
る
こ
と
は
、
次
註
で
見
る
よ
う
に
、
明
白
で

あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
私
と
し
て
は
、
仮
り
に
、
そ
の
原
語
が

胃
胃
菌
で
は
な
く
号
胄
目
農
翼
言
冨
匡
冨
寓
目
農
具
巨
冨
な
ど
と
他
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の
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
の
立
論
に
あ
ま
り
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
で
あ
ろ
う
と
感
じ
る
の
は
、
そ
の
原
語
が
な
ん
で
あ
っ
た
か
よ

り
も
、
そ
の
原
語
で
呼
ば
れ
る
役
職
の
も
の
が
、
「
思
想
（
号
呂
》

烏
『
留
巨
印
）
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
描
か
れ
て
い
る
か
、
「
習
慣

（
曾
旨
）
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
袖
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
差

異
の
方
が
、
原
語
の
差
異
よ
り
は
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
な
お
、
眉
昌
冨
冒
（
Ⅱ

匡
冨
号
菌
冨
）
と
対
比
さ
れ
た
胃
自
首
（
Ⅱ
胃
胃
冒
）
の
教
団
内

に
お
け
る
役
割
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
閑
「
出
家
と
は
な
に
か
」

（
大
蔵
出
版
、
一
九
九
九
年
）
、
一
七
七
’
二
○
二
頁
を
参
照
さ
れ

た
い
。
ま
た
、
か
か
る
教
団
組
織
の
中
で
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
と
感
じ
て
は
い
る
も
の
の
、
目
『
＆
＆
昌
四
に
つ
い
て

は
、
前
掲
拙
書
（
前
註
型
）
、
五
○
六
’
五
二
○
頁
を
参
照
さ
れ
た

い
Ｏ

⑳
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
が

画
。
胃
冒
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
確
実
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
柑

当
す
る
法
顕
訳
で
は
「
法
師
」
、
曇
無
識
訳
で
は
「
護
法
者
」
と
あ

る
の
で
、
本
文
献
の
当
初
か
ら
凶
。
閂
冨
と
あ
っ
た
と
見
倣
す
の
は

難
し
い
。
下
田
前
掲
言
（
前
註
３
）
、
一
七
四
’
一
七
五
頁
は
、

島
閏
日
畏
胃
言
箇
か
ら
９
房
め
口
も
し
く
は
画
＆
【
旨
に
推
移
し
た
と

の
見
解
（
た
だ
し
、
こ
の
う
ち
、
論
拠
の
一
つ
を
写
本
断
片
に
求
め

た
の
は
、
そ
の
断
片
が
比
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
だ
け
に
説
得
性
を

欠
く
）
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
可
能
性
も
大
い
に
あ
り
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
語
を
含
む
㈹
（
Ⅱ
⑤
）
の
段
が
、
法
顕
訳
と
曇
無

議
・
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
で
は
正
反
対
だ
と
い
う
（
同
、
一
八
八
頁
）
の

は
、
後
註
で
も
指
摘
す
る
よ
う
に
言
い
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

望
月
前
掲
書
（
前
註
２
）
、
九
八
頁
は
、
「
浬
藥
経
』
「
如
来
性
品

（
問
菩
薩
品
）
」
の
一
記
述
と
「
法
華
経
」
「
勧
持
品
」
の
叙
述
と
が

類
似
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
が
、
私
は
、
充
分
考
慮
す
る
に

値
す
る
御
見
解
と
思
い
、
特
に
、
島
胃
目
鼻
里
言
冨
と
両
匡
四
‐

切
翼
訂
圃
の
問
題
に
関
し
て
は
、
目
閏
冨
‐
冒
同
冒
閏
国
》
ぐ
く
劃
と
を

中
心
に
全
章
を
コ
メ
ン
ト
し
た
く
ら
い
な
気
持
で
あ
る
も
の
の
、
こ

こ
で
は
割
愛
す
る
。

⑳
煙
く
画
く
且
四
（
教
授
）
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
五
停
心
観
」
を
含
む
指

導
を
指
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
厚
き
曽
幹
昌
寒
翰
菖
言
。
四
‐

冨
国
の
ｇ
も
巨
。
］
底
‐
や
巨
』
」
鵠
、
お
よ
び
、
拙
書
評
「
小

谷
信
千
代
著
『
大
乗
荘
厳
経
論
の
研
究
筐
『
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論

集
』
第
一
五
号
（
一
九
八
四
年
十
月
）
、
三
○
六
’
三
○
九
頁
参
照
。

な
お
、
「
五
停
心
観
」
に
つ
い
て
は
、
小
谷
信
千
代
「
法
と
行
の
思

想
と
し
て
の
仏
教
』
（
文
栄
堂
、
二
○
○
○
年
）
、
一
三
七
’
二
○
三

頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
こ
の
語
に
対
す
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
は
一
般
的
に
は
の
四
日
旨
叩

号
昌
で
充
分
で
あ
ろ
う
が
、
松
田
前
掲
害
（
前
註
叩
）
、
三
○
頁
、

三
川
頁
に
よ
り
、
の
四
日
穏
叩
烏
詠
目
四
と
あ
る
可
能
性
も
あ
る
ゆ
え
、

以
下
の
カ
ッ
コ
の
内
に
そ
の
語
も
補
っ
た
。

⑳
「
不
適
切
な
傘
」
以
下
こ
こ
ま
で
に
つ
い
て
は
、
胃
鼠
曽
‐
蒼
晶
‐

智
（
両
日
の
の
ら
も
め
Ｐ
水
野
弘
元
訳
『
清
浄
道
論
』
一
（
南

伝
蔵
、
六
二
巻
、
二
○
○
頁
）
の
《
今
忠
８
冨
日
の
ロ
四
８
目
今
○
国
‐

ｇ
四
床
丙
言
扇
言
も
山
匡
①
巨
巨
己
蜘
冨
騨
ロ
山
四
日
宮
司
剛
》
ｏ
声
異
国
目
、
号
の
弓
四
・

計
の
］
四
口
倒
冒
］
‐
詞
ご
ｍ
・
茸
巨
‐
で
冨
画
口
芦
庁
妙
邑
引
ロ
」
ぬ
画
ゴ
画
で
の
蒔
く
四
ｍ
ロ
（
①
く
画
い
】
云
四
‐
も
口
Ｈ
］
‐

ぐ
員
の
］
屈
隠
三
号
冨
日
（
行
く
に
は
足
を
洗
ひ
油
を
塗
り
た
る
足
に

履
物
を
履
き
、
傘
を
持
ち
、
油
筒
・
蜜
・
砂
糖
等
を
持
た
し
め
、
諸

qq
し し



⑳
下
川
博
士
は
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
語
を
い
冨
目
冨
冒
と
読
み
「
監
督

者
」
（
一
八
八
頁
）
と
訳
す
が
誤
り
。
の
国
四
コ
と
は
形
態
上
も
読
め

ず
ｍ
ご
四
国
と
し
か
見
え
な
い
が
恐
ら
く
そ
こ
で
は
キ
グ
の
記
号
が

版
木
か
ら
失
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
対
応
の
ロ
＆
・
ゞ
ｚ
ｏ

届
○
〕
目
冨
》
お
馬
に
は
や
は
り
震
の
ご
旨
冨
冒
ゞ
と
あ
る
。
原
語
は

計
菌
百
と
考
え
ら
れ
る
が
、
注
顕
訳
に
対
応
語
は
な
く
、
曇
無
識

＠
の
ぐ
四
‐
冨
届
且
に
つ
い
て
は
患
置
き
ミ
ミ
ミ
ざ
旨
寒
圏
旨
弓
国
号
目

の
ｅ
も
画
臼
』
．
昂
を
参
照
し
た
が
、
冒
刷
且
に
つ
い
て
は
、
前

註
妬
で
指
摘
の
「
勧
持
叩
凹
く
め
の
富
冒
尉
協
冨
日
且
耳
①
・
の
方
が

考
慮
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

⑫
こ
れ
以
下
で
三
種
に
区
分
さ
れ
る
教
団
の
い
ず
れ
に
も
「
論
師
」

が
関
与
で
き
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
三
種
は

弟
子
を
連
れ
て
行
く
べ
か
ら
ず
）
》
》
以
下
の
記
述
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
れ
は
画
＆
曼
四
に
就
く
時
の
注
意
で
あ
る
が
、
所
持
品
等
の
全
面

禁
止
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
文
中
に
引
用
し
た
箇
所
も

「
不
適
切
」
で
な
け
れ
ば
よ
い
わ
け
で
、
こ
れ
も
全
面
禁
止
を
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下
田

前
掲
書
（
前
註
３
）
一
八
七
’
一
八
九
頁
は
、
こ
の
表
現
を
含
む
㈹

（
Ⅱ
⑤
）
の
記
述
に
つ
き
、
法
顕
訳
と
曇
無
識
・
チ
ベ
ッ
ト
訳
と
は

「
ま
る
で
反
対
」
で
、
前
者
は
後
者
に
よ
っ
て
「
す
っ
か
り
否
定
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
が
、
私
に
は
そ
う
と
は
思
え
な

い
。
私
に
は
前
者
か
ら
後
者
へ
は
、
「
苦
行
主
義
」
の
傾
向
が
一
層

強
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
な
お
、
訳
文
中
「
種
々
の

果
実
」
と
し
た
箇
所
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
厳
密
な
意
味
で
は
私
に
分
ら

果
実
」
と
し
た
箇
記

な
い
部
分
が
あ
る
。

訳
は
「
檀
越
」
で
あ
る
。

完
全
に
自
立
し
た
別
組
織
の
教
団
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

⑬
両
漢
訳
に
「
自
盗
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
こ
の
原
語
が

胃
い
く
閏
自
四
で
あ
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ

こ
で
は
、
そ
の
正
規
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
信
侭
与
淵
が
用
い
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
に
注
意
。
な
お
、
こ
の
前
後
の
記
述
に
関
し
、
私
は
、

こ
の
教
団
で
は
、
自
窓
や
布
薩
が
共
有
さ
れ
て
い
た
と
見
倣
し
て
い

る
が
、
微
妙
な
問
題
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
閑

『
イ
ン
ド
仏
教
変
移
論
』
（
大
蔵
出
版
、
二
○
○
○
年
）
、
特
に
、
一

七
一
’
一
八
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑭
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
註
型
参
照
の
こ
と
。

（
二
○
○
一
年
九
月
三
十
日
）
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