
中
国
か
ら
日
本
へ
の
仏
教
の
伝
承
に
お
い
て
、
一
乗
と
い
う
仏
陀
の
所
説
は
三
乗
は
方
便
で
あ
っ
て
、
た
だ
一
乗
の
み
が
真
実
で
あ
る

と
い
う
了
解
の
も
と
で
、
一
乗
思
想
が
よ
り
高
い
立
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
称
揚
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
、
一
乗
真
実
、
三
乗
方
便
と

端
的
に
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
『
法
華
経
」
に
「
た
だ
一
乗
の
み
有
り
、
二
無
く
、
ま
た
三
無
し
」
云
々
と
説
示
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
唯
識
の
仏
教
は
そ
れ
に
対
し
て
、
三
乗
真
実
、
一
乗
方
便
の
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
イ
ン
ド
の
唯
識
の
仏
教
、
殊
に
、
ア
サ
ン
ガ
（
無
著
）
の
「
摂
大
乗
論
」
、
な
ら
び
に
、
こ
の
論
言
の
注
釈
言
の
類
に
も

と
づ
い
て
、
一
乗
思
想
が
ど
の
よ
う
に
取
り
あ
げ
ら
れ
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
の
仏
説
と
し
て
受

①
②

け
と
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
す
で
に
コ
乗
三
乗
の
論
議
を
め
ぐ
っ
て
」
と
か
、
「
唯
識
派
の
一
乗
思
想
に
つ
い
て
」
、
あ
る
い
は
、

③

該
当
す
る
「
摂
大
乗
論
」
の
解
明
な
ど
に
お
い
て
、
す
ぐ
れ
た
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
一
乗
思
想
が
こ
の
論
耆
に
集
約

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
主
要
な
所
説
と
し
て
考
盧
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
関
連
す
る
資
料
の
吟
味
を

通
じ
て
些
か
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
仏
教
思
想
の
展
開
に
お
い
て
『
法
華
経
一
の
出
現
以
来
、
一
乗
、
三
乗
の
論
議
が
如
何
な
る
様
相
に
あ
っ
た
か
、
具
体
的
な
１

摂
大
乗
論
に
お
け
る
一
乗
思
想
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情
の
一
端
に
つ
い
て
示
唆
坐

④

で
も
あ
る
が
、
す
な
わ
ち
、

事
例
は
詳
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
）
の
「
ラ
ト
ゥ
ナ
ー
ヴ
ァ
リ
ー
」
二
宝
行
王
正
論
』
）
の
一
詩
頌
は
そ
の
事
２

情
の
一
端
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
頌
に
つ
い
て
は
既
往
の
論
文
の
中
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と

如
来
の
密
意
を
も
っ
て
（
号
巨
“
“
且
ご
画
）
説
か
れ
た
も
の
は
知
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
。
そ
れ
故
に
一
乗
・
三
乗
の
説
か
れ
た
こ
と

⑤

に
対
し
て
は
、
「
捨
」
（
ｇ
の
厨
倒
平
等
に
し
て
平
静
な
る
心
）
を
も
っ
て
自
ら
護
る
べ
き
で
あ
る
。

と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
時
代
に
お
い
て
真
筆
に
論
議
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
詩

頌
に
つ
い
て
、
仏
陀
は
有
情
の
様
相
に
応
じ
て
種
々
に
教
え
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
陀
の
真
意
を
理
解
す
る
よ
う
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
論
議
に
お
い
て
一
つ
の
教
え
に
固
執
し
偏
執
し
て
ド
グ
マ
を
立
て
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
諭
し
て

⑥

い
る
も
の
と
、
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
表
明
す
る
「
如
来
の
密
意
を
も
っ
て
説
か
れ
た
も
の
」
「
如
来
の
秘
め
ら
れ
て
い
る
真
意
の

託
さ
れ
た
言
葉
」
を
凝
視
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
仏
教
解
明
の
姿
勢
は
、
そ
の
後
の
唯
識
の
仏
教
展
開
に
お
い
て
も
そ
の
基
本
的
な
仏
教
理

解
の
行
き
方
と
し
て
強
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
や
『
釈
軌
論
』
な
ど
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る

よ
う
に
、
大
乗
は
仏
説
か
、
非
仏
説
か
と
い
う
仏
教
思
想
史
上
の
主
要
な
課
題
の
論
議
の
上
に
お
い
て
も
、
仏
陀
の
密
意
を
尋
ね
つ
つ
、

こ
の
課
題
に
つ
い
て
顕
わ
に
せ
ら
れ
よ
う
と
し
た
論
究
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
大
乗
荘
厳
経
論
」
の
第
十
一
章
「
求
法
品
」
に
よ
る
と
、
．
乗
の
追
求
」
と
い
う
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
所
説
も
仏
陀

の
密
め
ら
れ
た
真
意
を
尋
ね
る
こ
と
に
も
と
づ
く
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。
「
荘
厳
経
論
」
の
こ
の
項
目
の
第
五
十
四
頌
の
前
文
に
ぉ

い
て

ﾆニ



と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
三
十
二
節
が
展
開
す
る
に
つ
い
て
は
恐
ら
く
そ
の
直
前
の
一
節
、
第
三
十
一
節
を
受
け
て
の
論
及
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
一
節
は
長
尾
雅
人
先
生
の
項
目
の
標
記
に
よ
る
と
「
法
身
十
義
の
第
十
、
仏
業
と
し
て
の
法
界
の
五
業
」
を
述
べ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
「
は
た
ら
き
」
房
胄
日
目
》
業
）
も
ま
た
、
「
荘
厳
経
論
」
「
菩
提
品
」
に
「
仏
の
は
た
ら
き
」
と
し
て
挙
げ

⑩

る
所
説
に
も
と
づ
く
と
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
五
つ
の
「
は
た
ら
き
」
を
語
る
第
五
番
目
に
、

⑪

乗
か
ら
守
護
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
。

若
し
右
の
よ
う
に
、
諸
仏
の
法
身
は
か
く
の
如
き
の
完
全
円
満
な
徳
を
具
え
、
そ
れ
が
声
聞
や
独
覚
と
は
共
通
し
な
い
と
す
れ
ば
、

⑨

如
何
な
る
意
趣
の
も
と
に
〔
仏
陀
は
〕
乗
は
一
つ
で
あ
る
（
｜
乗
）
と
説
か
れ
た
の
か
。
そ
れ
に
関
し
て
二
つ
の
詩
頌
が
あ
る
。

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
前
文
の
も
と
で
『
荘
厳
経
論
』
に
見
ら
れ
る
七
頌
の
始
め
の
二
つ
の
詩
頌
を
順
序
を
変
え
て
掲
げ
て
い
る
。
ア
サ
ン

ガ
は
特
に
こ
の
課
題
に
つ
い
て
の
主
要
な
詩
頌
と
し
て
二
つ
の
詩
頌
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
乗
た
る
こ
と
」
に
つ
い
て
表
明
し

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
『
摂
大
乗
論
」
で
は
一
乗
思
想
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
次
第
に
あ
っ
て
、
簡
潔
な
論
説
が
見
ら
れ
る

Ｇ

と
い
う
設
問
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
（
安
慧
）
の
注
釈
に
も
示
す
よ
う
に
、
仏
典
に
お
い
て
一
乗
の
教
説
や
三
乗
の
所

説
が
あ
る
中
で
、
乗
（
乗
り
物
）
は
三
つ
あ
る
の
に
、
乗
は
一
つ
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
は
何
を
意
趣
し
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
か
と
い

う
当
時
の
課
題
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
設
問
の
も
と
で
仏
陀
所
説
の
密
意
が
七
つ
の
詩
頌
に
よ
っ
て
追
求
せ
ら
れ
て
い
る
。

夏
大
乗
論
」
の
第
十
章
に
お
い
て
は
、
そ
の
『
荘
厳
経
論
」
に
掲
げ
る
詩
頌
の
な
か
、
は
じ
め
の
二
頌
の
み
を
選
び
引
用
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
二
頌
を
も
っ
て
一
乗
所
説
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
要
点
が
改
め
て
披
瀝
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
十
二
節
の
前
半
に
お

に
過
ぎ
な
い
。

１
《
●

１
Ｖ
》
４

丘

て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
か
。

い
か
な
る
意
味
で
、
〔
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
典
に
お
い
て
〕
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
を
も
っ
て
一
乗
た
る
こ
と
（
の
雷
く
倒
目
国
）
が
諸
仏
に
よ
っ

３



⑫

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
所
説
は
「
荘
厳
経
論
」
の
詩
頌
の
一
句
「
劣
乗
か
ら
（
冑
目
冨
目
行
）
〔
守
護
し
給
う
〕
」
と
説
示
し
て
い
る
も
の
を

背
景
に
し
て
述
べ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
「
は
た
ら
き
」
に
つ
い
て
『
摂
大
乗
論
」
で
は
、

〔
家
が
ら
が
〕
決
定
的
で
な
い
も
の
（
不
定
種
性
）
、
す
な
わ
ち
〔
大
乗
以
外
の
〕
他
の
乗
に
お
い
て
修
行
し
て
い
る
菩
薩
や
声
聞

⑬

た
ち
を
、
大
乗
の
修
行
へ
導
き
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑭

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
に
つ
い
て
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
の
注
釈
で
は
真
諦
訳
を
除
い
て
言
及
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、

ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
（
無
性
）
の
注
釈
に
よ
っ
て
も
、
「
家
が
ら
が
決
定
的
で
な
い
も
の
（
不
定
種
性
）
と
は
菩
薩
と
声
聞
た
ち
と
に

⑮

結
び
つ
く
」
と
の
み
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
大
乗
の
動
向
と
し
て
重
要
な
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い

わ
ゆ
る
、
声
聞
の
流
れ
に
あ
り
な
が
ら
、
取
組
み
が
声
聞
的
で
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
、
菩
薩
の
流
れ
に
あ
り
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
原

因
に
よ
っ
て
小
乗
の
修
行
に
陥
っ
て
い
る
も
の
を
大
乗
の
歩
み
へ
導
入
す
る
意
図
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
不

定
種
性
の
声
聞
と
か
菩
薩
が
守
護
さ
れ
大
乗
に
導
入
せ
ら
れ
る
説
述
の
意
図
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
次
の
一
節
第
三
十
二
節
に
お
い
て

確
か
め
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
摂
大
乗
論
』
第
十
章
第
三
十
二
節
に
引
用
さ
れ
る
二
つ
の
詩
頌
に
つ
い
て
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
「
一
乗
の
説
示
さ
れ

⑯

る
密
意
」
を
示
す
と
語
っ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
も
「
一
乗
た
る
こ
と
（
の
冨
冨
目
国
）
の
説
示
さ
れ
て
い
る
の
は
密
意
を
も
つ
も
の

⑰

と
し
て
説
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
真
諦
訳
の
注
釈
で
は
二
つ
の
詩
頌
の
説
か
れ
る
意
図
と
し
て
「
前
掲
は
了
義
を
も
っ
て
一

⑱

乗
を
説
き
、
後
偶
は
密
義
を
以
て
一
乗
を
説
け
り
」
と
伝
え
て
い
る
。
そ
の
前
者
の
詩
頌
は
『
荘
厳
経
論
」
の
「
求
法
品
」
第
五
十
四
頌

に
相
当
す
る
。
引
用
さ
れ
る
詩
頌
は
、

あ
る
人
々
を
ぱ
引
き
入
れ
ん
が
為
に
、
ま
た
他
の
人
々
を
ば
保
持
せ
ん
が
為
に
、
〔
家
が
ら
の
〕
決
定
せ
ざ
る
者
に
対
し
て
、
諸
仏

三

4



と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
解
説
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
提
示
さ
れ
る
詩
頌
は
前
節
の
「
乗
か
ら
守
護
す
る
と
い
う
仏
の
は

た
ら
き
」
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
一
乗
所
説
の
本
意
と
い
う
点
で
確
認
せ
ら
れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
一

乗
、
三
乗
の
真
実
、
方
便
、
あ
る
い
は
、
優
劣
の
課
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
声
聞
の
歩
み
に
あ
り
つ
つ
、
ま
た
、
菩
薩
の
歩
み
に
あ
り
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
取
組
み
が
定
ま
っ
て
い
な
い
人
々
に
こ
そ
大
乗
と
し
て
一
乗
た
る
こ
と
の
言
教
の
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

が
ら
、

れ
る
。

と
注
釈
を
な
し
て
い
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
注
釈
で
は
、
「
保
持
せ
ん
が
為
に
」
に
つ
い
て
、

家
が
ら
が
決
定
的
で
な
い
そ
れ
ら
菩
薩
た
ち
は
ど
う
し
て
大
乗
と
共
通
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
し
て
、
ど
う
し
て
大
乗
と
し
て

声
聞
の
乗
物
か
ら
般
浬
葉
せ
し
め
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
と
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
意
味
に
よ
る
が
故
に
一
乗
た
る
こ
と

で
あ
る
。
本
節
で
ま
ず
「
荘
厳
経
論
」
第
五
十
四
頌
が
引
用
さ
れ
た
の
は
恐
ら
く
前
節
と
の
関
連
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
詩
頌
の
「
引
き
入

れ
ん
が
為
に
」
（
四
宮
『
伽
目
目
盲
目
）
の
「
あ
る
人
々
」
と
は
、
決
定
的
で
な
い
家
が
ら
の
声
聞
た
ち
を
指
す
こ
と
を
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ウ
や

ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
注
釈
に
は
解
説
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
そ
れ
ら
の
人
々
が
、

⑳

別
な
様
相
に
よ
っ
て
解
脱
し
て
い
な
い
こ
と
を
了
解
し
て
、
大
乗
た
る
も
の
に
よ
っ
て
出
離
せ
し
め
ん
こ
と

に
あ
る
と
言
う
。
ま
た
、
「
保
持
せ
ん
が
為
に
」
（
い
“
日
号
倒
国
目
冨
）
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
な
ど
の
説
明
に
よ
る
と
、
決
定
的
で
な
い
家

が
ら
の
菩
薩
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
つ
づ
け
て
、

彼
ら
は
励
み
が
な
く
な
っ
て
も
、
一
乗
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
〔
そ
の
ま
ま
〕
保
持
さ
れ
て
、
声
聞
の
乗
り
物
か
ら
般
浬
薬
し
な
い

教
え
を
学
び
つ
つ
も
、
ま
た
、
菩
薩
と
し
て
の
歩
み
に
あ
り
な
が
ら
、
何
処
に
向
か
っ
て
歩
ん
で
い
る
か
判
ら
な
い
、
空
し
く
過
ご
す
５

＠

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 ⑳

よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 ⑲

は
一
乗
な
る
こ
と
を
説
い
た
。



者
こ
そ
に
向
け
ら
れ
た
仏
陀
の
宿
願
に
も
と
づ
く
「
は
た
ら
き
」
の
上
に
仏
陀
の
大
乗
と
し
て
の
一
乗
説
法
の
動
向
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
６

と
す
る
。

し
か
る
に
、
こ
の
詩
頌
の
前
半
の
所
説
に
お
い
て
は
、
ま
ず
三
乗
が
と
も
に
三
種
の
等
同
（
巨
冒
『
“
）
な
る
理
由
に
よ
っ
て
一
乗
た

る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
の
理
由
は
「
法
と
い
う
こ
と
が
等
同
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
。
こ
の
法
ａ
冨
目
四
）
と
は
「
荘
厳

経
論
」
の
長
行
で
は
「
法
界
」
（
鼻
四
目
且
冨
冒
）
と
言
い
換
え
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
や
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
『
摂
大
乗
論
」
の
注
釈

で
は
「
真
如
」
（
国
旨
国
）
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
。
修
行
を
達
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
、
声
聞
乗
な
ど
乗
と
い
う
語

が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
乗
り
物
の
目
標
の
実
現
さ
れ
る
上
に
お
い
て
は
、
「
法
」
す
な
わ
ち
真
如
・
法
界
と
い
う

点
で
等
同
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
一
乗
で
あ
る
と
も
、
そ
れ
ら
の
注
釈
で
は
語
っ
て

⑳

と
述
べ
て
い
る
。

次
に
掲
げ
て
い
る
詩
頌
は
『
荘
厳
経
論
』
の
第
五
十
三
頌
の
引
用
で
、
次
の
よ
う
に
知
ら
れ
る
。

法
〔
の
根
源
〕
と
無
我
な
る
こ
と
と
解
脱
と
が
等
同
な
る
故
に
、
家
が
ら
が
別
な
る
が
故
に
、
二
種
の
意
欲
を
得
る
故
に
、
変
化

⑳

〔
身
〕
あ
る
が
故
に
、
ま
た
究
極
的
な
る
が
故
に
、
一
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
詩
頌
が
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
改
め
て
特
に
こ
こ
で
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ

は
、
真
諦
訳
の
訳
述
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、

こ
こ
で
も
ま
た
、
密
意
に
よ
っ
て
一
乗
た
る
こ
と
と
し
て
一
つ
〔
の
乗
り
物
〕
を
示
し
て
い
る
。

⑮

い
る
。

第
二
に
示
さ
れ
る
「
無
我
な
る
こ
と
が
等
同
で
あ
る
か
ら
」
と
は
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
注
釈
に
よ
る
と
、

腿｜



と
述
べ
て
い
る
。
「
家
が
ら
が
別
な
る
が
故
に
」
に
つ
い
て
玄
英
訳
、
真
諦
訳
は
と
も
に
「
性
同
じ
か
ら
ざ
る
が
故
に
」
と
見
ら
れ
る
。

そ
の
「
別
な
る
が
故
に
」
と
い
う
所
説
は
こ
こ
に
お
い
て
は
単
に
三
乗
が
そ
れ
ぞ
れ
別
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

こ
れ
ら
三
種
の
等
同
で
あ
る
理
由
に
よ
っ
て
三
乗
が
す
な
わ
ち
一
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
さ
ら
に
、
第
四
の
理
由

と
し
て
、
「
家
が
ら
が
別
な
る
が
故
に
」
（
唱
庁
国
与
の
烏
日
ご
－
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
ま
で
も
注
意
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
『
摂
大
乗
論
」
の
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
注
釈
に
よ
る
と
、

家
が
ら
が
決
定
的
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
菩
提
に
廻
向
す
る
も
の
は
声
聞
の
家
が
ら
で
あ
っ
て
も
、
仏
の
家
が
ら
と
な
る
。
し
か
る

辛
め
つ
わ
○

我
と
プ
ド
ゥ
ガ
ラ
（
人
）
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
無
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
声
聞
で
あ
る
、
こ
れ
は
菩

⑳

薩
で
あ
る
と
語
る
こ
と
は
合
理
的
で
な
い
。
従
っ
て
、
ま
た
、
無
我
を
密
意
し
て
い
る
こ
と
か
ら
一
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
。

と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
も
「
人
無
我
が
等
同
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
、

プ
ド
ゥ
ガ
ラ
の
実
物
が
〔
そ
れ
ぞ
れ
〕
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
声
聞
で
あ
る
、
こ
れ
は
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
よ
う

⑳

に
、
乗
り
物
は
別
な
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
一
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
。

と
も
述
べ
て
い
る
。
き
わ
め
て
留
意
す
べ
き
解
説
が
見
ら
れ
る
。

第
三
の
理
由
と
し
て
は
「
解
脱
と
い
う
こ
と
が
等
同
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
。
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
注
釈
に
よ
る
と
、

煩
悩
障
か
ら
の
解
脱
は
〔
い
ず
れ
の
乗
り
物
に
と
っ
て
も
〕
異
な
る
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
世
尊
が
解
脱
と
解
脱
は
別
な
る

⑳

も
の
と
な
さ
な
い
と
説
い
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
そ
の
密
意
に
よ
る
と
き
、
一
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
。

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
仏
陀
所
説
の
「
解
脱
と
解
脱
は
別
な
る
も
の
と
な
さ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
声
聞
の
解
脱
と
菩
薩
の
解
脱
と
に
つ

い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
に
第
三
の
理
由
と
し
て
解
脱
と
い
う
点
が
さ
ら
に
三
乗
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
の
で

⑳

に
一
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
。

７



、

家
が
ら
が
決
定
的
で
な
い
声
聞
た
ち
が
仏
陀
と
な
る
こ
と
を
密
意
し
て
、
ま
た
一
乗
た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
荘
厳
経
論
」
に
対
す
る
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
（
安
慧
）
の
解
説
で
は
詩
頌
の
「
仏
の
家
が
ら
と
な
る
」
に
つ
い

て
、
以
前
は
声
聞
の
実
践
を
し
て
い
た
が
、
仏
ま
た
は
菩
薩
と
い
う
善
き
友
に
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
声
聞
の
実
践
を
捨
て
て
、
大
乗
の
法

⑫

を
実
行
し
て
仏
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
菩
提
、
す
な
わ
ち
、
正
覚
に
ふ
り
向
け
ら
れ
て
仏
の
家
が
ら
と
な
る
事
態
に
お
い
て
、

家
が
ら
が
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
決
定
的
で
な
く
、
「
別
態
と
な
る
と
い
う
点
か
ら
」
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ち

⑬

な
み
に
、
こ
の
詩
頌
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
侭
、
昌
昏
騨
烏
巨
賜
日
冒
・
目
ご
曽
爲
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
家
が
ら
が
仏
の

家
が
ら
に
帰
す
る
こ
と
か
ら
、
乗
り
物
は
一
つ
で
あ
る
と
説
か
れ
た
も
の
と
理
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
句
は
先
の
前
者
の
詩
頌
に
見
ら
れ
る

「
引
き
入
れ
ん
が
為
に
」
と
も
関
連
す
る
記
述
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
掲
げ
て
い
る
第
五
番
目
の
「
二
種
の
意
欲
を
得
る
故
に
」
に
つ
い
て
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
、

諸
仏
が
わ
れ
な
る
も
の
は
彼
ら
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
一
切
の
衆
生
を
わ
が
身
と
し
て
密
意
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
、
そ
の
現
等
覚
に
よ
っ
て
彼
ら
も
ま
た
現
等
覚
す
る
の
で
あ
っ
て
、
と
も
か
く
、
以
上
は
第
一
の
意
欲
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
仏
世
尊
が
『
正
法
白
蓮
華
〔
経
〕
」
の
中
で
、
舎
利
弗
な
ど
声
聞
た
ち
に
予
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
わ
れ
ら
も
ま

た
仏
と
等
し
い
と
い
う
思
い
を
得
る
こ
と
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
名
が
そ
の
〔
声
聞
の
〕
よ
う
に
言
わ
れ
る
諸
菩
薩

⑭

は
か
の
大
衆
の
中
で
そ
の
よ
う
に
予
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
も
同
じ
よ
う
に
こ
の
箇
所
に
相
当
す
る
解
説
と
し
て
、

⑳

と
考
え
ら
れ
る
。
罫
の
烏
は
百
ｍ
ｇ
の
烏
も
そ
う
で
あ
る
が
、
難
解
な
言
葉
で
あ
る
。
「
区
別
づ
け
」
と
い
う
訳
例
も
あ
る
が
、
「
別
態
」

（
異
な
る
様
態
に
あ
る
こ
と
）
と
も
理
解
で
き
る
概
念
の
言
葉
で
あ
る
。
あ
る
事
態
が
ま
た
別
な
様
態
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
こ
の
解
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
家
が
ら
が
決
定
的
で
な
い
」
と
言
え
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
注
釈
で

は
、
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と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
先
の
解
説
に
続
け
て
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
諸
仏
の
一
つ
の
言
教
に
二
種
〔
の
効
果
〕
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
声
聞
た
ち
も
ま
た
仏
と
等
し
い
の
で
あ
る
と
〔
心
〕

⑯

得
る
思
い
が
生
ず
る
こ
と
と
、
菩
薩
た
ち
も
ま
た
〔
そ
の
よ
う
に
大
衆
の
中
で
〕
予
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
「
二
種
の
意
欲
を
得
る
故
に
」
と
い
う
所
説
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
諸
仏
が
一
切
の
衆
生
と
同
体
で
あ
る
と
い
う
思
い
と
、

声
聞
に
と
っ
て
も
仏
と
な
る
と
い
う
予
言
を
通
じ
て
確
信
を
得
た
、
仏
と
等
し
い
と
い
う
思
い
は
と
も
に
同
一
の
乗
り
物
に
あ
る
外
な
い

と
簡
略
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
六
番
目
の
「
変
化
身
あ
る
が
故
に
」
に
つ
い
て
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
は
、

比
丘
た
ち
よ
、
わ
た
し
は
神
変
し
て
、
声
聞
た
る
こ
と
で
何
回
と
な
く
な
し
て
、
浬
藥
し
た
と
、
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
仏

と
な
っ
て
〔
再
び
〕
如
何
に
し
て
声
聞
た
る
こ
と
で
浬
藥
す
る
か
。
そ
こ
に
お
け
る
密
意
は
、
所
化
（
学
徒
）
た
ち
に
対
し
て
そ
れ

ぞ
れ
の
身
（
姿
）
に
変
化
し
て
、
わ
た
し
は
目
的
を
果
た
し
た
の
で
あ
り
、
浬
藥
を
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
意

⑰

味
と
し
て
は
声
聞
や
独
覚
の
乗
り
物
と
す
る
の
は
正
さ
に
大
乗
に
〔
帰
す
る
の
で
〕
あ
る
か
ら
、
一
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
は
平
等
な
る
思
い
で
あ
っ
て
、
お
よ
そ
一
切
の
有
情
な
る
も
の
は
わ
れ
で
あ
り
、
わ
れ
も
ま
た
彼
ら
〔
一
切
有
情
〕
で
あ
る
と
、

そ
の
よ
う
に
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
彼
は
現
等
覚
す
る
か
ら
、
彼
ら
も
ま
た
現
等
覚
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
密
意
に
よ
る
の
で
あ
る
か
ら
ま
た
、
一
乗
た
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
思
い
は
『
正
法
白
蓮
華
〔
経
〕
」
の
中
で
、

実
に
声
聞
が
そ
れ
ら
〔
仏
〕
の
予
言
に
よ
っ
て
仏
に
よ
っ
て
も
ま
た
法
性
の
平
等
な
る
こ
と
が
密
意
さ
れ
て
法
身
を
得
る
の
で
あ
る

と
思
う
こ
と
か
ら
、
平
等
た
る
こ
と
に
つ
い
て
の
密
意
と
平
等
な
る
思
い
を
得
る
こ
と
が
仏
の
法
性
を
正
さ
し
く
得
る
こ
と
で
あ
る

と
、
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
別
の
意
味
も
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
〔
声
聞
の
〕
名
を
も
っ
た
彼
の
菩
薩
の
大
衆
は
予
言
さ
れ
て
い
る
の

⑳

で
あ
る
か
ら
。
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さ
ら
に
、
第
七
番
目
に
掲
げ
て
い
る
一
乗
を
説
示
す
る
に
つ
い
て
の
そ
の
理
由
と
せ
ら
れ
る
最
後
の
句
は
「
究
極
的
な
る
が
故
に
」

（
冒
曼
自
国
ｅ
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
「
家
が
ら
が
別
な
る
が
故
に
」
以
降
の
所
説
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
乗
り

物
に
あ
っ
て
も
大
乗
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
称
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
句
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
意
趣
の
総
括

を
述
べ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
注
釈
に
よ
る
と
、

究
極
的
な
る
が
故
に
と
は
、
〔
声
聞
た
ち
に
せ
よ
、
家
が
ら
の
決
定
せ
ざ
る
者
に
せ
よ
、
大
乗
に
〕
究
極
的
に
赴
く
こ
と
か
ら
、
一

乗
と
説
か
れ
る
が
、
別
な
も
の
が
な
い
の
で
な
い
。
し
か
れ
ば
、
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
〔
大
乗
〕
を
過
ぎ
て
乗
り
物
は
な
い
か
ら
、

⑬

一
乗
で
あ
る
。
〔
そ
れ
を
超
え
て
〕
勝
れ
た
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
の
乗
り
物
は
勝
れ
た
も
の
に
伴
う
の
で
あ
る
。

と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
注
釈
に
お
い
て
も
、

す
な
わ
ち
、
こ
の
乗
り
物
よ
り
他
の
究
極
的
に
解
脱
す
べ
き
乗
り
物
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
仏
乗
は
そ
れ
ら
声
聞
な
ど
よ
り

⑲

勝
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
密
意
し
て
ま
た
一
乗
た
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

⑳

と
記
さ
れ
て
い
る
。
『
荘
厳
経
論
」
で
は
、
仏
陀
た
る
こ
と
（
言
＆
厨
司
“
）
が
一
乗
で
あ
る
、
と
も
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
乗
り
物

に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歩
み
に
お
か
れ
て
い
る
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
の
歩
み
の
帰
結
す
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
仏
陀
た
る
こ
と
に
な
る
こ
と

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
点
か
ら
究
極
的
に
は
一
乗
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

前
者
の
詩
頌
と
の
関
連
か
ら
こ
の
後
者
の
詩
頌
の
位
置
づ
け
を
仮
に
考
察
す
る
と
す
れ
ば
、
「
摂
大
乗
論
」
の
構
想
と
し
て
は
恐
ら
く

前
者
の
詩
頌
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
る
、
家
が
ら
が
決
定
的
で
な
い
人
々
を
「
引
き
入
れ
」
「
保
持
せ
ん
と
す
る
」
一
乗
説
法
の
仏
陀

の
動
向
・
は
た
ら
き
の
背
景
に
認
め
ら
れ
る
、
そ
の
動
向
の
基
本
と
な
る
立
場
と
も
言
え
る
、
そ
の
密
意
の
具
体
的
な
提
示
と
し
て
、
後

者
の
詩
頌
に
よ
っ
て
一
乗
と
い
わ
れ
る
に
至
る
理
由
あ
る
い
は
意
味
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
考
え
ら
れ
る
。
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と
も
説
か
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
一
乗
の
説
か
れ
る
理
由
も
画
一
的
で
な
く
、
一
様
で
な
い
こ
と
は
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
所
説
は
先
に
見
皿

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
い
さ
さ
か
一
乗
た
る
こ
と
に
つ
い
て
の
そ
の
密
意
の
解
明
と
い
う
点
か
ら
『
摂
大
乗
論
」
の
所
説
を
見
て
き
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
も
と
づ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
注
釈
に
お
い
て
は
説
明
文
の
長
短
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
解
説
の
趣
意
と
い

う
点
に
お
い
て
は
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。
関
連
す
る
諸
資
料
の
検
討
を
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
ア
サ
ン
ガ
は
こ
れ
ら
二

つ
の
詩
頌
を
も
っ
て
き
わ
め
て
明
解
に
一
乗
た
る
こ
と
の
所
説
の
要
所
を
披
瀝
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
知
ら
れ
る
後
者
の
詩
頌
の
前
半
に
お
い
て
は
、
「
法
」
「
無
我
な
る
こ
と
」
「
解
脱
」
と
い
う
点
で
三
乗
が
と
も
に
同
一
の
地
平

に
あ
る
こ
と
か
ら
一
乗
た
る
こ
と
が
、
詩
頌
の
後
半
で
は
、
さ
ら
に
具
体
的
に
は
究
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
声
聞
な
ど
も
大
乗
に
帰
結

す
る
と
い
う
視
座
の
も
と
に
、
一
乗
た
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
「
究
極
的
な

る
が
故
に
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
大
乗
の
宣
言
・
優
位
性
に
よ
る
一
乗
た
る
こ
と
の
表
明
の
確
認
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
殊
に
、
前
者
の

詩
頌
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
決
定
的
で
な
い
声
聞
や
菩
薩
が
大
乗
に
進
み
ゆ
く
指
針
の
も
と
に
一
乗
説
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は

本
論
の
特
色
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

唯
識
に
お
い
て
、
ま
た
、
『
解
深
密
経
」
「
無
自
性
相
品
」
に
は
、

声
聞
乗
を
家
が
ら
と
す
る
有
情
た
ち
や
独
覚
乗
を
家
が
ら
と
す
る
有
情
た
ち
や
如
来
の
家
が
ら
と
す
る
者
た
ち
も
、
こ
の
同
じ
〔
三

無
自
性
の
〕
道
と
こ
の
同
じ
〔
三
無
自
性
の
〕
実
行
と
に
よ
っ
て
な
し
遂
げ
、
こ
の
上
な
い
安
ら
か
な
浬
梁
を
得
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
〔
の
三
無
自
性
〕
は
声
聞
や
独
覚
や
菩
薩
た
ち
の
清
浄
と
な
る
一
つ
の
道
で
あ
り
、
清
浄
と
な
る
こ
と

（
く
旨
く
幽
爵
目
）
は
一
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
も
の
は
何
ら
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
は
そ
の
こ
と
を
密
意
し
て
一
乗

唖
一

を
示
し
た
。

五



る
「
家
が
ら
が
別
な
る
が
故
に
」
を
背
景
に
し
た
「
究
極
的
な
る
が
故
に
」
の
側
面
か
ら
の
提
示
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
し
か
る
に
、
こ

こ
に
確
認
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
し
て
は
一
乗
と
説
か
れ
た
仏
陀
の
甚
深
な
る
密
意
趣
を
尋
ね
る
こ
と
を
通
じ
て
、
仏
所
説
の
宿
願
と
も
言

う
べ
き
は
た
ら
き
の
証
が
こ
れ
ら
の
一
連
の
注
釈
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
こ
の
拙
槁
は
一
九
九
五
年
十
月
の
本
学
仏
教
学
会
の
例
会
に
お
い
て
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

注①
長
尾
雅
人
『
中
観
と
唯
識
』
所
収
。
な
お
、
最
近
の
論
考
と
し
て
、
白
館
戒
雲
．
乗
思
想
と
如
来
蔵
思
想
に
つ
い
て
」
（
関
西
大
学
東
西
学
術

研
究
所
研
究
叢
刊
十
五
、
雪
大
乗
起
信
論
」
の
研
究
』
所
収
）
が
注
意
さ
れ
る
。

②
松
本
史
朗
論
文
、
「
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
』
Ｂ
（
一
九
八
二
）
、
所
収
。

③
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
解
』
、
宇
井
伯
寿
『
摂
大
乗
論
研
究
」
、
両
．
Ｆ
四
日
○
胃
】
５
ｓ
②
ミ
ミ
罵
昌
喝
自
負
息
鳶
ミ
、
、
陽
§
闇
）

の
昌
観
号
の
出
幽
百
日
餌
冨
・
【
の
①
目
口
の
言
自
の
○
口
〉
票
蝿
淘
恩
言
具
腎
昌
蔚
ミ
侭
１
匹
早
§
昏
昏
冨
園
員
津
屋
号
具
詩
鼎
琶
罫
ｇ
§
ミ
ミ
崔
旨
億
３

』
昏
言
罵
冨
画
目
ミ
函
愚
冨
〕
后
ｍ
Ｐ
Ｏ
饒
○
ａ
．

④
前
注
、
長
尾
雅
人
「
一
乗
三
乗
の
論
議
を
め
ぐ
っ
て
」
の
な
か
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
中
観
と
唯
識
』
で
画
罵
参
照
。

⑤
冒
恩
ｑ
§
良
和
員
蕎
§
鳥
冨
旨
冨
の
］
爵
冒
（
＆
↓
国
Ｏ
ｐ
ｐ
５
圏
）
〕
弓
忌
中
届
式
日
号
侭
煙
且
旨
い
四
日
号
苫
昏
倒
ご
“
呂
匡
眉
司
里
冒
白
昼
閏
号

、
の
穴
凹
望
叫
ロ
凹
司
』
国
四
国
○
穴
庁
倒
陛
倒
芹
目
口
画
門
口
丙
い
く
、
自
己
①
丙
畑
口
く
叫
べ
、
堅
の
丘
陸
ご
ぬ
い
の
い
め
」
ぬ
○
口
、
ぬ
い
ロ
己
の
ロ
四
国
〆
四
門
口
吻
、
、
の
①
い
も
四
閂
竺
四
Ｎ
目
一
国
〔
庁
】
〕
で
ず
国
］
Ｈ
、
、
庁
面
の
、

唄
侭
弓
凋
周
鴨
ロ
日
鴨
目
印
冒
望
与
国
己
呂
○
日
の
弄
試
切
己
ず
烏
、
肝
局
目
ず
く
画
亘
用
①
置
侭
）
ｚ
①
』
角
＆
〕
ぐ
○
］
．
届
④
）
ロ
・
昂
こ
な
お
、
戸
［

国
騨
冒
の
資
料
参
見
に
つ
い
て
兵
藤
一
夫
氏
の
手
を
煩
わ
し
た
。

⑥
こ
の
よ
う
な
理
解
は
瓜
生
津
隆
真
氏
の
所
見
会
大
乗
仏
典
』
狸
、
「
龍
樹
論
集
」
固
思
巴
参
照
。

⑦
印
Ｆ
暫
具
＆
．
）
も
．
＄
．
巨
岸
い

⑧
冒
侭
の
〕
ご
巨
器
＄
〕
前
掲
、
松
本
論
文
、
で
い
畠
参
照
。

⑨
前
掲
、
長
尾
「
摂
大
乗
論
』
下
、
や
烏
、
参
照
。

⑩
前
掲
、
長
尾
『
摂
大
乗
論
」
下
、
で
Ｌ
患
参
照
。
『
荘
厳
経
論
』
富
の
シ
》
貝
＆
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⑳⑳⑳⑳⑳⑳ ⑳
屠
侭
の
四
囲
夢
中
刃
思
医
凋
巨
囲
淫
中
式

⑳
肩
侭
の
幻
届
隠
司
‐
思
留
］
・
思
昏
祠
Ｆ
菌
闇
司
‐
“

＠
Ｆ
匿
侭
巨
闇
蟹
甲
式

⑳
前
掲
、
長
尾
『
摂
大
乗
論
』
下
、
壱
心
思
参
照
。
畠
目
白
目
巴
国
目
冨
白
鳥
国
目
白
且
怠
き
騨
唱
目
罫
＆
呉
呂
、
号
箇
箇
崗
宮
硯
○
四

唇
肖
ロ
国
恒
山
ｇ
ｍ
ｑ
ｍ
ｐ
国
旦
①
穴
働
く
山
口
印
圃
、
（
い
ぼ
の
急
（
①
具
）
》
や
①
巴

⑳
閣
置
侭
巨
画
麗
目
‐
鈩
玄
奨
訳
、
大
正
巴
も
．
弓
浮
思
‐
目
参
照
。
真
諦
訳
に
見
ら
れ
な
い
の
は
前
者
の
詩
頌
の
解
説
の
冒
頭
で
ま
と
め
て
言

⑲⑱ ⑰ ⑯ ⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪
及
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
か
。

前
掲
、
長
尾
『
摂
大
乗
論
」
下
、
弓
畠
中
だ
の
参
照
。
呉
閏
“
目
目
冨
日
の
府
困
白
目
菌
“
四
日
呂
目
目
図
画
８
，
号
陸
田
己
冨
国
目
白
言

い
四
目
丘
ロ
堅
旦
写
巴
向
①
穴
如
く
四
国
回
国
、
（
い
伊
心
ａ
（
①
具
）
〕
ロ
⑦
巴

口
の
侭
の
詞
一
い
④
四
ケ
①
ｌ
刃
冠
の
医
口
、
旧
』
い
、
画
す
①
ｌ
剴

口
の
侭
①
幻
一
図
④
い
す
『
１
画
①
四
四
］
・
冠
の
医
昌
、
胃
」
四
四
画
ケ
ヨ
ｌ
“

己
の
品
の
罰
一
画
①
い
四
四
ｌ
興
而
①
置
目
侭
胃
』
四
ｍ
四
四
画

己
の
祠
の
”
』
い
④
い
い
い
’
少
も
の
匠
Ｈ
楯
Ｆ
］
四
ｍ
四
画
甲
令

ロ
①
侭
の
幻
胃
画
①
い
四
吟
も
①
宮
口
、
Ｆ
一
四
ｍ
四
色
令
１
回

冒
幽
ｇ
の
烏
に
つ
い
て
、
『
摂
大
乗
論
』
第
二
章
に
お
い
て
「
諸
々
の
表
象
の
別
態
」
日
‐
回
長
尾
訳
「
表
象
の
〔
具
体
的
な
〕
区
別
づ
け
」
）
と

勺
①
丙
一
口
函
Ｆ
］
四
画
釦
一
Ｕ
い
Ｉ
②

も
の
医
門
侭
Ｆ
］
図
画

大
正
巴
．
四
＄
一
）

前
掲
、
長
尾
「
摂
大
乗
論
』
下
、
で
娼
困
参
照
。

た
だ
し
、
真
諦
訳
「
摂
大
乗
論
釈
』
に
は
長
文
の
訳
述
が
見
ら
れ
る
。
大
正
巴
も
思
営
ｌ
ｇ
ｇ

己
①
侭
の
罰
』
四
＠
画
画
・
も
①
底
Ｈ
侭
Ｆ
】
四
ｍ
函
四
口

己
の
品
の
詞
』
い
①
い
ず
少
も
の
宮
口
、
Ｆ
胃
四
ｍ
い
す
○

勺
の
丙
旨
后
胃
』
図
画
、
画
印
ｌ
心
．

前
掲
、
長
尾
『
摂
大
乗
論
』
下
、
や
怠
い
参
照
。

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
注
、
Ｆ
画
侭
旧
薗
鵲
匡
】
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
注
、
ロ
の
侭
の
四
思
留
］
参
照
。

｝
畠
の
シ
ゞ
肖
〆
，
野
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⑳
ロ
①
侭
の
飼
息
麗
目
‐
匡
》
崩
置
侭
侶
国
留
鳥
‐
宮

⑰
厚
侭
の
四
思
い
匡
出
も
の
匿
侭
巨
四
閉
匡
山
な
お
、
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
注
釈
で
は
、
「
わ
た
し
は
神
変
し
て
、
わ
た
し
は
正
さ
に
何
回
と
な

く
声
聞
乗
で
般
浬
梁
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
密
意
し
て
一
乗
た
る
こ
と
を
示
し
た
。
お
よ
そ
声
聞
乗
に
よ
っ
て
教
化
さ
れ
た
有

情
た
ち
は
〔
こ
の
こ
と
を
見
て
〕
般
浬
葉
す
る
か
ら
（
日
冒
目
己
閉
冨
医
冨
ゞ
ｇ
ご
己
」
と
い
う
。

⑬
胃
侭
の
”
局
闇
馬
‐
興
閥
置
侭
巨
韻
号
甲
印

⑲
Ｐ
置
侭
巨
隠
艀
甲
・
胃
侭
の
国
扁
弓
甲
。

⑳
の
原
菖
（
＆
．
）
》
や
馬
》
］
目
ゞ
前
掲
松
本
論
文
、
で
い
巨

⑪
閣
置
侭
三
巨
曽
品
＆
》
ぐ
ｏ
］
・
患
】
ち
ふ
山
ｌ
①
和
訳
の
前
半
は
取
意
。
大
正
息
も
．
＄
母
屋
‐
９
（
玄
英
訳
）
、
も
め
ど
。
届
‐
岳
（
菩
提
流
支

「
や
、
／
Ｏ

計
』 い

う
語
句
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
十
一
の
表
象
の
う
ち
、
五
つ
の
表
象
を
挙
げ
、
そ
れ
以
外
の
表
象
は
こ
れ
ら
五
つ
の
表
象
の
別
態
（
区
別
づ
け
）

で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
そ
の
よ
う
な
概
念
で
理
解
す
る
。
拙
著
「
唯
識
思
想
の
研
究
』
で
．
Ｓ
‐
畠
で
も
言
及
。

⑪
印
画
品
Ｆ
息
勝
顧
＆
も
の
侭
の
罰
巨
雪
当
‐
匡

⑫
取
意
、
前
掲
、
松
本
論
文
、
や
ｇ
］
ｂ
の
侭
の
旨
ご
弓
農
参
照
。

⑬
長
尾
校
訂
チ
ベ
ッ
ト
文
、
前
掲
長
尾
『
摂
大
乗
論
』
下
、
壱
］
闇
』
巨
参
照
。

⑭
胃
侭
の
”
国
困
呂
‐
式
思
匿
侭
口
器
留
甲
酌

⑮
Ｆ
医
晶
口
笛
望
）
中
隠
①
農
ら
の
品
の
詞
巨
亀
匡
上
こ
の
引
用
文
の
は
じ
め
に
見
ら
れ
る
．
っ
は
平
等
な
る
思
い
」
に
対
応
す
る
玄
美
訳
は

．
、
摂
取
平
等
意
趣
」
。
中
ほ
ど
の
「
第
二
の
思
い
」
は
「
二
、
法
性
平
等
意
趣
」
（
大
正
巴
も
め
認
．
芦
中
届
）
。
な
お
、
こ
の
一
節
の
終
わ

り
部
分
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
で
は
、
ご
ｇ
扇
冒
す
の
①
日
切
号
昌
］
唇
９
号
』
且
豚
国
ロ
冒
智
口
冒
い
い
胃
巳
冨
管
ｇ
ご
胃
冒
昌
尉
切
ご
図
ｇ
切
目
○
呉
史

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
訳
に
よ
る
と
、
「
予
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
」
は
次
の
本
論
の
句
「
変
化
あ
る
が
故
に
」
に
接
続
す
る
よ
う
に
理
解
す

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
漢
訳
と
か
次
に
掲
げ
る
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
注
釈
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
意
欲
を
得
る
故
に
」
の
解
説
の
言
葉
と
し

て
理
解
し
た
。
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