
只
今
、
鍵
主
良
敬
先
生
か
ら
、
過
分
の
ご
紹
介
を
賜
り
ま
し
た
吉
津
宜
英
で
ご
ざ
い
ま
す
。
色
々
な
学
会
で
大
谷
大
学
さ
ん
の
方
に
は

何
時
も
お
世
話
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
な
ん
と
お
礼
申
し
上
げ
て
よ
い
か
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
ご
ざ
い
ま
す
。

只
今
の
ご
紹
介
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
私
の
恩
師
の
宮
本
正
尊
先
生
は
浄
土
真
宗
の
東
本
願
寺
さ
ん
の
方
の
御
縁
の
あ
る
先
生
で

ご
ざ
い
ま
す
。
駒
澤
大
学
で
宮
本
正
尊
先
生
の
教
え
を
受
け
る
中
に
し
ば
し
ば
先
生
が
大
谷
大
学
で
学
ば
れ
た
時
代
の
話
が
出
て
き
ま
し

た
。
「
真
宗
学
は
住
田
智
見
先
生
に
学
ん
だ
」
と
お
聞
き
し
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
佐
々
木
月
樵
先
生
の
話
な
ど
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
な
さ

い
ま
し
て
、
大
変
に
薫
陶
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
を
拝
聴
し
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
大
谷
大
学
に
は
私
が
Ⅱ
頃
か
ら
親
し
く
交
流
を
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
先
生
方
も
多
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
鍵
主
先
生
か
ら
今
回
の
講
演
の
ご
依
願
を
受
け
た
と
き
に
、
大
変

有
り
難
い
こ
と
だ
と
感
じ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
今
は
大
変
緊
張
し
て
お
り
ま
す
。

本
日
の
題
は
「
法
然
と
明
惠
」
と
い
た
し
ま
し
た
が
、
お
聞
き
い
た
だ
い
て
結
果
的
に
は
演
題
と
実
際
の
内
容
が
ず
れ
て
い
る
な
あ
と

い
う
印
象
を
懐
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
お
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
講
演
で
言
及
し
ま
す
方
々
は
み
ん
な
日
本
仏
教
の
先
達
で
あ
り
、
祖
師

方
で
あ
り
ま
す
の
で
、
「
上
人
」
と
か
、
「
禅
師
」
と
か
と
敬
称
を
付
け
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
は
学
問
の
場
で
す
の
で
、
敬
称
を

略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
ま
せ
。

法
然
と
明
恵

ｌ
比
較
思
想
史
論
の
立
場
か
ら
Ｉ

駒
群
大
学
教
授
吉
宜津
英

87



私
は
、
御
紹
介
下
さ
い
ま
し
た
よ
う
に
、
中
国
仏
教
の
研
究
か
ら
始
め
ま
し
て
、
特
に
華
厳
教
学
の
研
讃
に
長
く
関
わ
っ
て
来
ま
し
た
。

必
然
的
に
中
国
か
ら
朝
鮮
半
島
の
仏
教
、
そ
し
て
日
本
の
南
都
仏
教
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
得
た

印
象
と
し
て
「
日
本
仏
教
は
宗
派
性
が
強
い
な
あ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
は
最
近
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
で
す
が
、
あ
る
大
手
の
石
油
会
社
に
務
め
て
い
る
友
人
が
、
あ
る
夕
刻
一
緒
に
食
事
を
し
な

が
ら
こ
の
よ
う
に
質
問
し
た
の
で
す
。
「
吉
津
さ
ん
、
あ
な
た
は
仏
教
の
研
究
を
し
て
い
る
。
日
本
で
は
仏
教
の
歴
史
は
長
い
わ
け
だ
が
、

現
在
一
体
仏
教
は
日
本
に
定
着
し
て
い
る
と
言
え
る
ん
で
す
か
？
」
、
と
。
一
瞬
、
た
じ
ろ
い
だ
私
を
見
す
か
す
よ
う
に
、
第
二
の
質
問

を
仕
掛
け
ま
し
た
。
「
も
し
も
、
定
着
し
て
い
る
の
な
ら
ば
悟
り
を
開
い
た
人
が
沢
山
い
る
は
ず
で
す
が
、
一
体
何
人
ぐ
ら
い
お
り
ま
す

か
ね
」
、
と
。
ま
さ
に
、
「
あ
な
た
は
ど
う
な
ん
で
す
か
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
口
調
で
あ
り
ま
し
た
。

土
手
手
９
０ 一

体
、
何
故
お
寺
な
ど
に
生
ま
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
を
抱
い
て
、
こ
ん
な
に
頭
も
禿
げ
て
し
ま
っ
た
今
で
も
考
え
て
い
る
の
で

す
。
こ
の
日
本
国
特
有
の
お
寺
で
夫
婦
生
活
を
し
、
子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
教
団
の
在
り
方
に
十
代
の
頃
か
ら
ず
っ
と
悩
ん
で
き
た
の

で
す
。
ま
あ
、
し
か
し
、
も
う
人
生
五
十
の
坂
を
越
え
た
わ
け
で
す
の
で
、
も
う
そ
れ
を
単
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
け
に
し
て
お
く
の
も

ど
う
か
と
考
え
ま
し
て
、
今
で
は
そ
の
日
本
独
特
の
仏
教
教
団
の
在
り
方
を
学
問
的
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り

さ
て
、
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
今
日
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
駒
澤
大
学
だ
け
で
暮
ら
し
て
き
た
人
間
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
故
駒
澤
大
学
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
私
が
広
島
県
の
曹
洞
宗
の
お
寺
に
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
皆
さ
ん
方
の
中
に
も

御
同
様
の
お
寺
生
ま
れ
の
方
も
お
あ
り
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
広
島
県
の
府
中
市
と
い
い
ま
し
て
、
新
幹
線
で
は
福
山
駅
で
下
車
し
、
福
塩

線
に
乗
り
換
え
て
府
中
で
降
り
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
檀
家
百
三
十
余
り
の
お
寺
が
あ
り
、
私
は
そ
の
お
寺
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
当
然
住

職
を
務
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
立
場
な
の
に
、
従
兄
弟
の
方
に
兼
務
住
職
を
お
願
い
し
て
い
る
始
末
で
す
。
喜
寿
を
迎
え
た
母
が
一
人
で

お
寺
の
留
守
番
を
し
て
お
り
ま
す
。
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念
仏
集
』
，
一

次
第
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
私
自
身
の
生
ま
れ
の
問
題
か
ら
日
本
仏
教
の
宗
派
性
に
つ
い
て
の
疑
問
、
更
に
は
今
の
現
在
の
日
本
に
は
ど
ん
な
仏
教

が
定
着
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
な
ど
の
問
題
意
識
を
私
は
今
抱
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
て
、
駒
澤
大

学
仏
教
学
部
の
あ
る
講
義
の
中
で
明
恵
の
「
推
邪
輪
』
を
講
読
し
て
お
り
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
『
推
邪
輪
」
は
法
然
の
「
選
択
本
願

念
仏
集
」
を
批
判
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
日
の
「
法
然
と
明
恵
」
と
い
う
演
題
を
提
出
し
た
よ
う
な

と
こ
ろ
で
、
副
題
に
「
比
較
思
想
史
論
の
立
場
か
ら
」
と
い
う
奇
妙
な
も
の
が
付
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
「
比
較
思
想
史
」
と
い
う
言

葉
は
「
比
較
思
想
」
と
「
思
想
史
」
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
比
較
思
想
と
い
う
場
合
に
は
、

あ
る
思
想
と
あ
る
思
想
と
を
比
較
す
る
訳
で
す
。
カ
ン
ト
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
を
比
較
す
る
、
道
元
禅
師
と
親
鴬
聖
人
と
を
比
較
す
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
す
。
思
想
史
と
は
何
か
に
つ
い
て
は
結
構
色
々
な
議
論
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
「
華
厳
思
想
史
」
と
い
っ
た
書
物
も
あ
り
、

あ
る
思
想
や
教
学
に
つ
い
て
そ
の
歴
史
的
展
開
を
考
察
す
る
こ
と
を
思
想
史
と
称
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
私
が
思
想
史
と
言
う
場
合
は
、
客
観
的
に
何
か
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
主
体
的
に
そ
の
研
究
対
象
と
関
わ

る
面
を
重
視
し
ま
す
。
特
に
、
「
歴
史
」
と
い
う
こ
と
は
、
私
自
身
も
皆
さ
ん
お
一
人
お
一
人
も
す
べ
て
歴
史
の
流
れ
に
参
加
し
て
い
る

と
い
う
立
場
で
す
。
何
か
と
何
か
を
比
較
す
る
場
合
も
、
そ
の
共
通
の
テ
ー
ブ
ル
に
自
分
自
身
も
着
席
し
て
、
何
ら
か
の
意
見
を
表
明
し
、

自
分
自
身
も
他
の
人
か
ら
誰
か
と
比
較
さ
れ
る
よ
う
な
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
ん
な
こ
と
が
可
能
か
と
の
疑
問
が
出
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
そ
れ
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
自
分
自
身
を
も
研
究
対
象

と
対
対
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
拠
っ
て
、
真
に
主
体
的
な
責
任
あ
る
研
究
が
出
来
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
議
論
で
言
え
ば
、

法
然
と
法
然
が
拠
り
所
に
す
る
道
緯
や
善
導
、
そ
し
て
法
然
を
『
推
邪
輪
」
で
批
判
す
る
明
恵
、
直
接
的
に
は
こ
れ
ら
の
四
人
の
人
々
を

比
較
す
る
訳
で
す
が
、
必
ず
そ
の
比
較
の
現
場
に
自
分
自
身
、
こ
の
吉
津
も
参
加
し
、
私
自
身
も
意
見
を
出
し
、
比
較
さ
れ
る
対
象
と
な

っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
が
こ
の
「
比
較
思
想
史
論
」
と
い
う
方
法
で
あ
り
ま
す
。
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さ
て
、
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
少
し
「
選
択
集
」
や
『
推
邪
輪
」
の
内
容
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
の
で
す
が
、
読
み
方
な
ど
で
間
違
い
が

ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
是
非
教
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ず
、
「
選
択
集
」
の
第
一
章
を
拝
見
し
ま
す
と
、
冒
頭
に

「
道
棹
禅
師
、
聖
道
・
浄
土
の
二
門
を
立
つ
る
に
、
聖
道
を
捨
て
て
、
正
に
浄
土
に
帰
す
る
の
文
」
（
道
緯
禅
師
、
立
聖
道
・
浄
土

二
門
、
而
捨
聖
道
、
正
帰
浄
土
之
文
）

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
道
棹
の
「
安
楽
集
」
上
巻
の
一
文
で
あ
り
ま
す
。

「
大
乗
聖
教
に
依
る
に
、
良
に
二
種
勝
法
を
得
て
、
以
て
生
死
を
排
せ
ざ
る
に
由
る
、
是
を
以
て
火
宅
を
出
で
ず
、
何
者
を
か
こ
と

為
す
、
｜
に
は
謂
く
聖
道
、
二
に
は
謂
く
往
生
浄
土
な
り
」
（
依
大
乗
聖
教
、
良
由
不
得
二
種
勝
法
、
以
排
生
死
、
是
以
不
出
火
宅
、

何
者
為
二
、
一
謂
聖
道
、
二
謂
往
生
浄
土
）
（
大
正
蔵
四
七
・
一
三
下
）

こ
の
一
文
を
法
然
は
引
い
て
お
り
ま
す
。
大
乗
の
尊
い
教
え
に
は
二
種
類
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
を
獲
得
し
て
い
な
い
か
ら
生

死
を
繰
り
返
し
て
、
生
死
の
火
宅
を
出
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
二
種
と
は
聖
道
門
と
往
生
浄
土
門
な
の
で
あ
る
と
い
う

一
文
で
あ
り
ま
す
。

と
表
題
に
あ
り
、
こ
れ
は
善
導
の
『
観
無
量
寿
経
疏
」
巻
山
の
一
文

「
次
に
行
に
就
い
て
信
を
立
つ
れ
ぱ
、
し
か
る
に
行
に
二
種
あ
り
、
一
に
は
正
行
、
二
に
は
雑
行
な
り
。
正
行
と
言
う
は
、
専
ら
往

生
の
経
に
依
り
て
行
を
行
ず
る
者
は
、
是
れ
を
正
行
と
名
ず
く
。
（
中
略
）
、
こ
の
正
助
二
行
を
除
き
て
已
外
の
自
余
の
諸
善
は
こ
と

ご
と
く
雑
行
と
名
づ
く
」
（
次
就
行
立
信
者
、
然
行
有
二
種
、
一
者
正
行
、
二
者
雑
行
、
言
正
行
者
、
専
依
往
生
経
行
行
者
、
是
名

正
行
、
（
中
略
）
、
除
此
正
助
二
行
已
外
自
余
諸
善
悉
名
雑
行
）
（
大
正
蔵
三
七
・
二
七
二
上
）

ま
た
、
『
選
択
集
」

「
善
導
和
尚
、

之
文
）

正
雑
二
行
を
立
つ
る
に
、
雑
行
を
捨
て
て
、
正
行
に
帰
す
る
の
文
」
（
善
導
和
尚
、
立
正
雑
二
行
、
捨
雑
行
帰
正
行

第
二
章
で
は
、
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と
呼
ん
で
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
引
用
す
る
法
然
の
意
図
と
引
用
さ
れ
る
道
緯
や
善
導
の
原
意
の
相
違
に
着
目
し
た
い
の
で
す
。
法
然
は
「
聖
道
を
捨
て

て
、
浄
士
に
帰
す
る
」
と
か
、
「
雑
行
を
捨
て
て
、
正
行
に
帰
す
る
」
と
か
と
い
う
よ
う
に
、
「
捨
」
と
表
現
し
て
お
り
ま
す
が
、
道
緯
も

善
導
も
原
文
で
は
決
し
て
「
捨
て
る
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

実
は
「
捨
」
を
強
調
す
る
の
は
法
然
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
『
選
択
集
』
の
第
三
章
「
弥
陀
如
来
は
余
行
を
以
っ
て
往
生
の
本
願

と
為
し
た
ま
わ
ず
、
唯
だ
念
仏
を
以
っ
て
往
生
の
本
願
と
為
し
た
ま
う
の
文
」
（
弥
陀
如
来
、
不
以
余
行
為
往
生
本
腿
唯
以
念
仏
為
往

生
本
願
之
文
）
に
お
い
て
、
「
選
択
」
と
は
「
取
捨
」
の
義
で
あ
り
、
何
か
を
捨
て
て
、
何
か
を
選
び
取
る
こ
と
と
明
確
に
述
べ
て
お
り

ま
す
。
法
然
は
『
無
量
寿
経
」
の
「
摂
取
」
と
い
う
一
語
を
別
訳
の
「
大
阿
弥
陀
経
」
の
「
選
択
」
と
比
較
検
討
し
、
結
果
的
に
「
此
の

中
の
選
択
と
は
、
即
ち
是
れ
取
捨
の
義
な
り
」
（
大
正
蔵
八
三
・
五
上
）
と
言
い
、
「
捨
」
の
意
義
を
強
く
表
面
に
出
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
法
然
は
「
捨
」
に
徹
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ず
、
聖
道
と
浄
土
の
二
門
の
内
で
聖
道
を
捨
て
て
、
浄
土
を
取
り
ま
す

ま
た
、
浄
土
の
正
行
の
中
で
も
御
経
を
読
謂
し
た
り
、
あ
る
い
は
礼
拝
し
た
り
す
る
よ
う
な
他
の
助
業
を
捨
て
て
、
称
名
念
仏
の
正
業
の

み
を
取
る
の
で
す
。
こ
こ
で
、
後
の
明
恵
と
の
対
比
を
考
え
る
上
で
、
法
然
が
色
々
と
捨
て
ま
す
が
、
捨
て
た
諸
行
を
決
し
て
「
邪
」
で

あ
る
と
か
、
「
邪
悪
」
で
あ
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
法
然
は
唯
だ
捨
て
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ

は
後
に
述
べ
る
「
選
択
型
」
の
仏
教
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
言
及
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
の
法
然
の
引
用
の

仕
方
か
ら
し
ま
す
と
、
あ
た
か
も
道
棹
や
善
導
が
「
捨
」
を
主
張
し
た
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
原
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
道
緯
や

善
導
は
決
し
て
「
捨
」
を
連
呼
し
ま
せ
ん
。
「
捨
」
を
連
呼
す
る
の
は
法
然
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
捨
」
を
め
ぐ
っ
て
善
導
と
法
然
と
の
鮮
や
か
に
対
照
的
な
用
例
が
あ
り
ま
す
。
善
導
の
『
往
生
禮
讃
」
に

「
若
し
専
を
捨
て
て
雑
業
を
修
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
百
の
時
に
希
に
一
二
を
得
、
千
の
時
に
希
に
五
三
得
ん
」
（
若
欲
捨
專
修
雑
業
者
、

の
引
用
で
あ
り
ま
す
。
善
導
は
こ
こ
で
阿
弥
陀
仏
の
極
楽
往
生
の
教
え
を
正
行
と
し
、
そ
れ
以
外
を
様
々
な
修
行
と
い
う
意
味
で
雑
行

)I
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そ
れ
で
は
、
何
故
、
法
然
が
こ
れ
程
ま
で
に
「
捨
」
を
連
呼
す
る
の
に
対
し
て
、
善
導
な
ど
に
は
「
捨
」
の
強
調
が
無
い
の
で
あ
り
ま

し
ょ
う
か
。
私
は
彼
ら
中
国
の
仏
教
者
が
共
通
し
て
「
教
判
」
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
何
故
、

教
判
の
意
識
が
あ
る
場
合
に
は
法
然
の
よ
う
に
「
捨
」
と
言
わ
な
く
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
点
を
少
し
お
話
し
し
て
み
た
い
と
思
い

の
が
、

ま
す
。

百
時
希
得
一
二
、
千
時
希
得
五
三
）
（
大
正
蔵
四
七
・
四
三
九
中
）

と
い
う
一
文
が
あ
り
、
法
然
は
『
選
択
集
」
第
二
章
（
大
正
蔵
八
三
・
四
中
）
で
引
用
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
引
用
の
仕
方
に
私
は
注

目
す
る
の
で
す
。
善
導
の
原
意
は
專
修
念
仏
の
正
行
を
捨
て
て
、
他
の
雑
行
を
修
行
す
る
な
ら
ば
、
百
回
や
っ
て
一
回
か
、
二
回
か
往
生

す
る
だ
け
だ
し
、
千
回
や
っ
て
三
回
か
、
五
回
か
往
生
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
逆
に
言
え
ば
雑
行
で
も
往
生
す
る
可
能

性
を
認
め
、
善
導
は
雑
業
を
修
す
る
こ
と
を
全
く
は
否
定
も
し
て
い
な
い
し
、
捨
て
て
も
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
法
然
は
こ
の
善
導
の
一
文
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
ま
す
。

「
い
よ
い
よ
、
雑
を
捨
て
て
專
を
修
す
べ
し
。
豈
に
百
即
百
生
の
專
修
の
正
行
を
捨
て
て
、
堅
く
千
中
無
一
の
雑
修
雑
行
を
執
せ
ん

や
」
（
彌
須
捨
雑
修
專
、
豈
捨
百
即
百
生
専
修
正
行
、
而
堅
執
千
中
無
一
雑
修
雑
行
乎
）

こ
の
一
文
の
意
味
は
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
善
導
大
師
の
お
言
葉
に
拠
っ
て
、
益
々
こ
の
こ
と
を
確
信
す
る
も
の
で
あ
る

い
よ
い
よ
こ
れ
ら
の
雑
行
を
捨
て
て
専
修
念
仏
を
修
す
べ
き
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
百
回
や
れ
ば
百
回
往
生
し
、
千
回
や
れ
ば
千
回
往
生

す
る
念
仏
の
正
行
を
捨
て
て
、
千
回
や
っ
た
と
し
て
も
一
回
も
往
生
す
る
こ
と
の
な
い
雑
行
に
堅
く
執
着
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
。

こ
こ
で
、
先
の
善
導
の
原
意
と
対
比
し
、
法
然
は
文
意
を
変
え
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
善
導
で
は
「
捨
專
修
雑
」
で
あ
っ
た
も

の
が
、
法
然
で
は
「
捨
雑
修
專
」
と
逆
転
し
、
雑
行
を
捨
て
る
と
こ
ろ
に
ポ
イ
ン
ト
を
置
き
、
「
捨
」
の
意
味
は
重
く
な
っ
た
の
で
あ
り

仏
教
は
中
国
に
お
い
て
は
印
度
か
ら
や
っ
て
来
た
外
来
宗
教
な
ん
で
す
ね
。
既
に
中
国
で
は
前
漢
の
時
代
か
ら
儒
教
が
主
流
の
思
想
体
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系
を
形
成
し
て
い
ま
し
た
。
儒
教
は
家
の
倫
理
と
言
い
ま
す
か
、
「
孝
」
の
道
徳
を
中
心
に
し
て
全
体
的
に
は
「
国
家
」
ま
で
を
も
主
張

す
る
強
烈
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
ま
す
。
儒
教
は
家
を
大
切
に
す
る
、
そ
し
て
私
た
ち
が
両
親
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
を
最
大
限
重

ん
じ
る
教
え
で
す
。
そ
の
よ
う
な
家
や
親
を
大
切
に
す
る
儒
教
が
主
流
の
国
で
あ
る
中
国
に
、
親
も
家
も
一
つ
の
縁
と
考
え
て
、
そ
れ
ら

に
執
着
す
る
こ
と
を
戒
め
、
そ
れ
ら
の
も
の
か
ら
解
脱
し
、
自
由
に
行
動
す
る
こ
と
を
価
値
と
考
え
る
仏
教
が
や
っ
て
来
た
わ
け
で
す
。

仏
教
思
想
の
本
質
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
平
気
で
「
出
家
」
な
ど
と
言
い
、
実
際
に
出
家
し
、
個
人
的
な
色
彩
の
強
い
仏
教
が

す
ん
な
り
と
中
国
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
予
想
通
り
仏
教
は
危
険
な
考
え
方
で
あ
る
と
し
て
儒
教
か
ら
大
い
に
批
判

を
さ
れ
た
こ
と
は
皆
様
よ
く
ご
存
じ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
儒
教
の
仏
教
批
判
の
一
環
と
し
て
仏
陀
釈
尊
の
人
格
に
つ
い
て
も
聖
人
と
し
て
認
定
す
る
か
ど
う
か
の
議
論
も
あ
っ
た
訳
で
す
が
、

教
え
に
つ
い
て
も
イ
ン
ド
か
ら
ア
ッ
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
異
質
な
思
想
が
中
国
に
流
伝
し
、
例
え
ば
阿
含
経
や
各
種
の
大
乗
仏
典
が
混
在
し
て

い
る
状
況
が
批
判
さ
れ
た
の
で
す
。
一
体
、
一
人
の
人
格
者
で
あ
る
釈
迦
が
そ
ん
な
に
矛
盾
に
満
ち
た
勝
手
な
議
論
を
し
て
い
た
の
か
、

と
。
そ
こ
で
、
中
国
の
仏
教
者
は
色
々
な
教
説
、
色
々
な
経
典
を
一
人
の
人
格
者
仏
陀
釈
尊
が
説
示
し
た
と
し
て
矛
盾
が
な
い
よ
う
に
排

列
し
、
儒
教
者
の
批
判
に
答
え
る
と
同
時
に
、
一
体
何
が
真
の
仏
説
か
を
明
ら
か
に
示
そ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
の
努
力
の
総
称
を
「
教

列
し
、
儒
教
者
の
批
判
に
答
う

判
」
と
い
う
訳
で
ご
ざ
い
ま
す

イ
ン
ド
で
は
部
派
仏
教
に
対
抗
し
て
大
乗
仏
教
が
興
り
、
部
派
を
「
小
乗
」
と
批
判
し
ま
し
た
。
そ
の
お
返
し
と
し
て
部
派
の
方
か
ら

は
大
乗
に
「
非
仏
説
」
と
の
非
難
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
ご
承
知
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
イ
ン
ド
仏
教
で
は
大
乗
を
仏
説
と
考

え
る
人
々
は
、
部
派
仏
教
を
真
の
仏
説
と
は
考
え
難
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
部
派
を
仏
説
と
考
え
る
方
々
は
、
決
し
て
大
乗
を
仏
説
と

は
認
定
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
で
は
大
乗
も
ま
た
小
乗
も
共
に
仏
説
で
あ
る
と
す
る
、
こ
こ
に
中
国
仏
教
の
大
前
提

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
大
前
提
が
形
成
さ
れ
た
原
因
は
儒
教
に
よ
る
仏
教
批
判
に
あ
り
、
そ
れ
に
応
答
し
た
仏
教
者
の
努
力
、
す
な
わ
ち
教

判
は
こ
の
大
前
提
を
具
体
的
に
論
証
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
有
名
な
教
判
と
し
て
は
天
台
の
五
時
八
教
の
教
判
、
華
厳
の
五
教
十
宗
の
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さ
て
、
話
を
一
こ
ま
動
か
し
ま
し
て
、
明
恵
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。
明
惠
は
西
暦
で
も
う
し
ま
す
と
、
二
七
三
年
か
ら

二
一
三
二
年
の
人
で
あ
り
ま
す
。
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
活
躍
し
た
仏
教
者
で
あ
り
ま
す
。
道
元
が
生
ま
れ
た
年
代
が
一
二
○
○

年
で
す
が
、
大
体
明
惠
は
そ
の
こ
ろ
に
活
躍
し
始
め
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
法
然
が
一
二
一
二
年
に
亡
く
な
り
ま
す
。
こ
の
年
に
明

恵
は
法
然
の
『
選
択
集
」
を
批
判
し
て
、
「
推
邪
輪
」
三
巻
を
言
い
た
の
で
す
。

こ
の
本
は
詳
し
く
は
「
於
一
向
専
修
宗
選
択
集
中
推
邪
輪
」
と
い
い
ま
す
。
コ
向
専
修
宗
の
選
択
集
の
中
に
於
い
て
、
邪
を
椎
く
輪
」

と
読
み
ま
す
。
コ
向
専
修
宗
」
と
言
う
の
は
明
恵
が
法
然
の
仏
教
に
対
し
て
付
け
た
あ
だ
名
で
す
。
こ
の
コ
向
専
修
宗
」
と
い
う
呼

称
を
聞
い
た
法
然
門
下
の
人
々
は
ど
の
よ
う
に
思
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
「
ま
あ
、
そ
の
通
り
だ
」
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
か
、
「
嫌
だ
な
あ
」

と
こ
ろ
が
、
法
然
は
は
っ
き
り
と
一
方
を
捨
て
て
、
他
方
を
取
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
法
然
の
意
図
に
よ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
法
然
は
よ
く
道
緯
や
善
導
を
引
用
す
る
の
で
す
が
、
引
用
す
る
側
の
法
然
の
意
図
と
、
引
用
さ
れ
る
側
の
善
導
な
ど
の

意
図
と
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
の
で
す
。
よ
く
法
然
は
「
偏
に
善
導
に
依
る
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
両
者
に
お
い
て
意

図
に
相
違
が
あ
る
こ
と
は
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学
体
系
の
相
違
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
、
り
ま
せ
ん
。

拠
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
教
判
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
一
切
は
仏
説
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
根
底
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
何
か
を
取
る
と
い
う
こ
と

は
有
り
得
て
も
、
何
か
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
は
そ
う
簡
単
に
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
法
然
が
引
用
し
て
い
た
道
緯
の

『
安
楽
集
」
の
聖
道
門
と
浄
土
門
に
し
て
も
、
善
導
の
「
観
経
疏
』
の
正
行
と
雑
行
に
し
て
も
、
私
は
一
種
の
教
判
で
あ
る
と
思
う
の
で

す
。
そ
れ
ら
を
教
判
と
す
る
こ
と
に
は
御
批
判
も
出
て
来
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
「
教
判
的
で
あ
る
」
と
い
う
ぐ
ら
い
に
し
て
も
よ

い
の
で
す
が
、
彼
ら
が
聖
道
門
や
雑
行
を
捨
て
る
と
は
一
度
も
言
っ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
教
判
、
あ
る
い
は
教
判
的
な
態
度
に

教
判
な
ど
が
あ
る
の
で
す
。
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と
お
も
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私
は
か
な
り
当
た
っ
て
い
る
様
に
も
思
う
の
で
す
。
阿
弥
陀
様
の
方
を
向
い
て
、
ひ
た
す
ら
念
仏
を
唱
え
て

い
る
と
い
う
感
じ
が
よ
く
出
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
一
向
専
修
宗
の
人
の
書
い
た
『
選
択
集
』
に
於
い
て
明
恵
は
大
変
誤
っ
た
も
の
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
「
邪
」
が
あ
る
と
考
え
、
そ

れ
を
打
ち
砕
く
、
「
推
」
で
す
ね
。
「
輪
」
と
は
法
輪
の
意
味
で
、
教
え
と
い
う
こ
と
で
す
。
全
体
で
は
、
。
向
専
修
を
宗
と
す
る
法
然

の
「
選
択
集
」
に
於
い
て
邪
悪
な
教
え
を
打
ち
砕
く
法
輪
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
書
物
の
ポ
イ
ン
ト
は
一
つ
な
の
で
す
。
そ
れ
は
明
惠
か
ら
す
る
と
、
法
然
が
『
選
択
集
」
の
中
で
菩
提
心
を
否
定
し
て

い
る
の
が
け
し
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
、
そ
の
点
が
邪
悪
で
あ
る
と
い
う
指
摘
な
の
で
あ
り
ま
す
。
菩
提
心
を
法
然
が
否
定
し
て
い
る
こ
と

へ
の
批
判
が
こ
の
書
物
の
一
貫
し
た
内
容
で
す
。

明
恵
は
こ
の
『
推
邪
輪
」
に
お
い
て
菩
提
心
を
前
提
に
す
る
仏
教
を
正
し
い
仏
教
と
認
定
し
、
法
然
の
よ
う
に
菩
提
心
を
否
定
す
る
も

の
を
邪
悪
な
も
の
と
し
て
、
正
邪
を
決
判
す
る
姿
勢
を
一
貫
さ
せ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
目
立
っ
た
明
恵
の
態
度
で
あ
り
ま
し
て
、

法
然
に
向
か
っ
て
の
批
判
は
激
烈
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
明
恵
の
法
然
批
判
の
文
例
を
具
体
的
に
「
推
邪
輪
』
の
中
か
ら
少
し
引
用
し
て
見
ま
し
ょ
う
。
先
ず
、
『
推
邪
輪
』
の
冒

頭
に
は
次
の
よ
う
に
正
邪
を
決
判
す
る
姿
勢
を
出
し
て
お
り
ま
す
。

「
夫
れ
仏
日
没
す
と
雌
も
、
余
暉
未
だ
隠
れ
ず
、
法
水
乾
く
と
難
も
、
遺
潤
尚
お
存
せ
り
、
三
印
邪
正
を
分
ち
、
五
分
内
外
を
別

す
」
（
夫
仏
日
雌
没
、
余
暉
未
隠
、
法
水
碓
乾
、
遣
潤
尚
存
、
三
印
分
邪
正
、
五
分
別
内
外
）
（
雇
邪
輪
」
の
原
文
は
川
中
久
夫
・
鎌
田

茂
雄
共
著
『
鎌
倉
Ⅲ
仏
教
」
岩
波
書
店
に
拠
る
。
三
一
七
頁
下
段
）

釈
尊
滅
後
で
は
あ
っ
て
も
、
ま
だ
仏
法
の
明
か
り
は
残
っ
て
い
る
、
末
法
の
世
の
中
で
仏
法
の
水
は
大
分
乾
燥
し
て
し
ま
っ
た
が
、
で

も
ま
だ
潤
い
ぐ
ら
い
は
残
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
三
法
印
に
依
っ
て
き
ち
ん
と
正
邪
を
分
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、

五
分
法
身
の
教
え
に
準
拠
し
て
仏
法
と
外
道
の
け
じ
め
を
し
っ
か
り
と
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
し
ょ
う
。
明
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こ
の
文
章
な
ど
は
、
こ
の
『
催
邪
輪
」
が
書
か
れ
た
状
況
を
少
し
垣
間
み
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
法
然
が
念
仏
に
帰
し
た
の
が
二
七

五
年
頃
で
す
が
、
一
二
○
○
年
頃
か
ら
は
明
恵
も
活
動
を
開
始
し
ま
す
。
そ
し
て
、
法
然
が
亡
く
な
っ
た
三
二
二
年
以
前
に
は
明
恵
も

盛
ん
に
法
然
の
念
仏
を
高
山
寺
な
ど
で
華
厳
の
講
説
を
し
な
が
ら
批
判
し
て
い
た
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
明
恵
の
講
説
を
法
然
門
下
の

人
々
も
や
っ
て
来
て
、
聴
講
し
、
こ
の
一
文
に
あ
る
よ
う
に
「
明
恵
上
人
は
全
く
『
選
択
集
」
に
存
在
し
な
い
こ
と
を
取
り
上
げ
て
批
判

し
て
い
る
、
彼
の
独
断
と
偏
見
だ
」
と
怒
り
狂
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
恵
が
ま
た
聞
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
そ

の
よ
う
な
風
聞
に
対
し
て
、
は
っ
き
り
と
自
分
の
態
度
を
書
き
記
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
が
、
二
二
二
年
に
法

然
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
明
恵
は
こ
の
『
推
邪
輪
」
を
書
い
た
の
で
す
。
何
故
、
法
然
が
生
き
て
い
る
間
に
書
か
な
い
で
、
死
ん
で
か

ら
書
い
た
の
か
、
フ
ェ
ア
じ
ゃ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
有
り
得
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
の
辺
は
全
く
の
偶
然
だ
っ
た

さ
て
、
正
邪
を
決
判
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
明
恵
の
姿
勢
や
、
菩
提
心
を
否
定
す
る
法
然
が
い
か
に
邪
悪
で
あ
る
か
を
説
き
続

け
る
明
恵
の
態
度
の
分
か
る
文
章
を
も
う
少
し
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
若
し
速
に
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
欲
せ
ぱ
、
須
く
正
見
を
好
む
べ
し
。
邪
正
雑
乱
す
れ
ば
、
往
生
は
期
し
難
し
」
（
若
欲
速
生
浄
土
者
、

須
好
正
見
、
邪
正
雑
乱
、
往
生
難
期
）
（
三
一
八
頁
下
段
）

惠
の
大
前
提
が
正
邪
を
決
判
し
、
仏
教
と
外
道
と
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
の
一
文
で
す
が

「
後
日
伝
へ
聞
く
、
彼
の
座
席
に
專
修
の
門
人
有
っ
て
、
大
い
に
急
諄
を
起
し
て
曰
く
、
「
選
択
集
の
中
に
全
く
此
義
無
し
、
此
は

自
の
僻
見
を
出
す
な
り
、
」
と
云
々
。
余
此
の
事
を
聞
く
に
因
ん
で
、
邪
正
を
糺
さ
ん
が
為
に
、
粗
ぼ
二
一
を
記
す
」
（
後
日
伝
聞
、

彼
座
席
有
專
修
門
人
、
大
起
念
謙
日
、
選
択
集
中
全
無
此
義
、
此
出
自
僻
見
也
、
云
々
、
余
因
聞
此
事
、
為
糺
邪
正
、
粗
記
一
二
）

（
三
一
八
頁
上
段
）

96



と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
な
ど
は
法
然
を
「
悪
知
識
」
と
決
め
つ
け
た
激
烈
な
批
判
で
あ
り
、
法
然
門
下
に
は
到
底
耐
え
難
い
文

章
で
あ
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
皆
様
方
も
『
推
邪
輪
』
は
お
読
み
に
な
る
の
を
は
ば
か
る
と
い
う
か
、
あ
ま
り
近
づ
き
た
く
な
い
文
献
で

お
あ
り
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

こ
こ
で
、
問
題
に
し
た
い
の
は
、
明
恵
は
法
然
が
菩
提
心
を
否
定
し
て
い
る
と
言
う
が
、
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
点
で
す
。
確

か
に
法
然
は
『
選
択
集
」
の
「
第
三
章
」
な
ど
で
菩
提
心
を
往
生
の
要
因
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
法

然
が
菩
提
心
だ
け
を
そ
の
よ
う
に
判
定
し
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
す
。
六
波
羅
蜜
で
言
え
ば
、
布
施
と
か
、
持
戒
と
か
、
色
々
な
諸

行
も
、
往
生
の
本
願
で
は
な
い
ん
だ
と
言
い
、
そ
れ
ら
と
並
べ
て
菩
提
心
も
往
生
の
正
因
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
菩
提
心

だ
け
を
否
定
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
明
恵
は
こ
の
よ
う
な
法
然
の
議
論
に
対
し
て
、
い
か
に
も
法
然
が
菩
提
心
だ
け
を
否
定
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
菩
提

心
の
一
点
に
集
中
し
て
批
判
の
矢
を
射
か
け
て
い
る
訳
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
も
明
恵
の
側
の
問
題
、
明
恵
の
教
学
の
事
情
に
よ
る
よ
う
で

明
惠
は
法
然
が
阿
弥
陀
の
本
願
に
も
菩
提
心
が
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
い
る
な
ど
と
批
判
し
ま
す
が
、
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
常

識
的
に
考
え
て
も
法
蔵
菩
薩
と
し
て
、
四
十
八
願
も
の
誓
願
を
起
こ
し
て
、
そ
れ
ら
を
成
就
し
た
阿
弥
陀
仏
に
菩
提
心
が
無
か
っ
た
と
い

う
の
は
、
公
平
に
見
て
無
理
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
極
論
を
す
る
の
は
、
明
恵
の
教
学
の
都
合
で
あ
る
と
考

、
心
の

半
ｑ
ノ
○

次
に

、

こ
こ
で
は
念
仏
者
も
正
邪
の
決
判
を
し
な
く
て
は
、
往
生
も
難
し
い
と
述
べ
て
お
り
ま
す

「
汝
は
念
仏
者
の
導
師
と
為
る
に
足
ら
ざ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
剰
っ
さ
え
念
仏
者
の
悪
知
識
た
り
。
、
一
切
の
念
仏
者
は
先
ず
須
く

汝
の
近
辺
を
遠
離
す
べ
し
」
（
汝
非
唯
不
足
為
念
仏
者
導
師
、
剰
為
念
仏
者
悪
知
識
、
一
切
念
仏
者
先
須
遠
離
汝
近
辺
）
（
三
七
九
頁

Ｌ
Ｌ
九
又
）

｜
戸
卜
ｒ
Ｔ
、
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ま
た
、
彼
は
「
あ
る
く
き
ょ
う
は
」
の
七
文
字
を
保
て
と
教
え
ま
す
。
人
間
に
は
み
ん
な
有
る
べ
き
姿
が
有
る
か
ら
、
そ
れ
を
忘
れ
ず

に
実
践
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
大
変
厳
し
い
仏
教
者
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
そ
の
よ
う
な
明
惠
か
ら
す
れ
ば
、
仏
の
理
想
を
実
現

し
て
ゆ
く
修
行
の
ベ
ー
ス
と
し
て
菩
提
心
が
必
須
な
ん
だ
、
菩
提
心
が
大
切
な
ん
だ
と
い
う
主
張
は
納
得
で
き
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
明
惠
の
『
催
邪
輪
』
の
検
討
か
ら
、
ま
た
先
の
法
然
と
善
導
や
道
棹
の
関
係
と
同
類
の
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
と

言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
批
判
す
る
明
惠
と
批
判
さ
れ
る
法
然
と
の
落
差
で
あ
り
ま
す
。
批
判
す
る
明
恵
は
、
法
然
が
菩
提
心
を
否
定

し
て
い
る
と
い
う
一
点
の
み
を
批
判
し
て
い
る
の
で
す
が
、
法
然
の
『
選
択
集
」
を
見
る
と
そ
の
明
惠
の
批
判
は
不
当
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
明
惠
の
法
然
批
判
は
む
し
ろ
明
惠
の
教
学
の
サ
イ
ド
の
問
題
で
あ
る
、
明
恵
に
と
っ
て
こ
そ
菩
提
心
が
最

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
う
明
恵
に
ど
れ
だ
け
の
阿
弥
陀
信
仰
が
あ
っ
た
の
か
、
明
惠
研
究
を
な
さ
っ
て
い
る
方
に
お
聞
き
し
た
い
も
の

で
す
。
『
推
邪
輪
」
を
読
む
限
り
、
あ
ま
り
明
恵
に
阿
弥
陀
信
仰
が
あ
る
よ
う
に
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
明
恵
が
大
変
な
釈
迦
信
仰
に
生

き
て
い
た
こ
と
は
有
名
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
イ
ン
ド
に
行
き
た
く
て
、
印
度
に
行
く
た
め
の
地
図
と
い
う
か
、
距
離
の
計
算
ま
で
し
て
い

た
の
で
す
。
大
変
な
思
い
を
起
こ
し
て
、
お
釈
迦
様
の
生
ま
れ
た
国
、
印
度
に
行
き
た
い
と
い
う
念
願
を
起
こ
さ
れ
た
訳
で
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
き
ま
す
と
、
法
然
が
念
仏
に
よ
っ
て
、
今
生
が
終
わ
り
、
た
だ
一
回
の
後
生
へ
の
輪
廻
転
生
に
依
っ
て
阿
弥
陀
仏
の

浄
土
に
至
る
と
い
う
信
仰
に
生
き
て
い
た
の
と
比
べ
ま
す
と
、
釈
迦
信
仰
に
生
き
て
い
た
明
恵
は
後
生
よ
り
も
、
今
生
で
菩
提
心
を
起
こ

し
、
今
生
で
不
退
転
を
得
て
、
成
仏
し
た
い
と
い
う
意
欲
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

皆
さ
ん
、
よ
く
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
明
恵
は
二
十
歳
前
後
か
ら
や
く
三
十
年
以
上
も
自
分
の
見
た
夢
を
記
録
し
続
け
て
お
り
ま
す
。
内

省
の
強
い
人
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
ま
た
、
彼
は
晩
年
に
至
る
ま
で
色
々
の
観
法
を
工
夫
し
続
け
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
、
何
と
か
し

て
今
生
に
成
仏
し
た
い
と
い
う
思
い
に
依
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
彼
に
と
っ
て
菩
提
心
は
教
学
と
実
践
の
生
命
線

え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
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重
要
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
軽
ん
じ
て
い
る
法
然
が
そ
れ
の
み
を
否
定
し
て
い
る
か
の
如
き
批
判
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
お
い
て
も
、
明
恵
の
法
然
批
判
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
明
恵
の
教
学
体
系
と
法
然
の
そ
れ
と
を
し
っ
か

り
と
把
握
す
る
必
要
を
感
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
は
法
然
の
善
導
や
道
棹
の
依
用
、
明
恵
の
法
然
批
判
を
検
討
し
た
結
果
、
仮
説
で
は
あ
り
ま
す
が
、
四
つ
の
仏
教
類
型
を

想
定
し
て
、
こ
れ
ら
の
仏
者
た
ち
の
教
学
の
理
解
に
対
処
し
た
ら
ど
う
か
と
考
え
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
皆
様
に
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い

先
ず
、
第
一
の
仏
教
理
解
は
「
教
判
型
」
と
称
し
ま
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
道
緯
や
善
導
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
中
国
の
仏
教
者
の

各
種
の
教
判
が
モ
デ
ル
で
あ
り
ま
す
。
外
来
宗
教
で
あ
っ
た
仏
教
が
、
特
に
儒
教
な
ど
の
外
教
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
、
一
切
の
仏
説
を

自
分
な
り
の
一
定
の
見
解
の
も
と
に
合
理
的
に
解
釈
し
、
判
定
し
て
ゆ
く
よ
う
な
仏
教
理
解
の
仕
方
で
あ
り
ま
す
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

道
棹
の
聖
道
と
浄
土
の
二
門
と
い
う
の
も
、
善
導
の
正
行
と
雑
行
の
二
行
も
、
天
台
の
五
時
八
教
や
華
厳
の
五
教
十
宗
と
同
様
に
、
「
教

判
型
」
の
仏
教
理
解
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
国
の
教
判
思
想
に
多
く
の
材
料
を
提
供
し
て
い
る
大
乗
の
冨
梁
経
』
な
ど

は
印
度
大
乗
の
中
で
教
判
型
の
経
典
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

次
に
は
、
「
分
別
型
」
と
名
付
け
る
仏
教
理
解
で
す
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
の
明
恵
の
「
推
邪
輪
」
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
正
邪
を
決
判
し
て
、

正
し
い
仏
教
と
邪
悪
な
教
え
を
二
者
択
一
的
に
分
け
て
、
一
方
を
と
る
態
度
で
あ
り
ま
す
。
近
時
、
駒
澤
大
学
に
お
き
ま
し
て
も
「
正
し

い
仏
教
」
と
い
う
か
け
声
が
ま
き
興
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
え
て
、
印
度
大
乗
の
中
で
、
こ
の
「
分
別
型
」
を
模
索
す
る
と
す
れ
ば
、
や
は

り
『
法
華
経
』
を
指
摘
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
仏
一
乗
の
立
場
か
ら
、
正
法
を
追
究
す
る
法
華
の
行
者
は
、
ひ
た
す
ら
社
会
の
不

正
に
向
か
っ
て
、
そ
の
邪
悪
な
る
も
の
を
正
法
に
転
回
せ
し
め
よ
う
と
折
伏
な
ど
し
た
り
し
て
方
便
の
限
り
を
尽
く
す
の
で
す
が
、
そ
の

正
法
と
邪
悪
の
関
係
は
今
の
「
分
別
型
」
の
仏
教
理
解
の
姿
勢
に
合
致
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

三
番
目
は
「
選
択
型
」
と
命
名
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
こ
こ
で
問
題
に
し
た
法
然
の
仏
教
理
解
が
モ
デ
ル
で
あ
り
ま
す
。
色
々
あ
る
仏

そ
こ
で
、
評

想
定
し
て
、
｝

と
存
じ
ま
す
。
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教
の
中
で
取
捨
選
択
し
、
次
々
に
何
か
を
捨
て
て
行
き
、
最
終
的
に
あ
る
一
行
を
選
択
し
て
、
そ
こ
に
仏
法
の
全
分
を
見
る
の
で
あ
り
ま

す
。
大
乗
で
は
『
般
若
経
」
の
空
思
想
は
選
択
型
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
以
来
の
色
々
な
教
え
が
存
在
す
る
中
で
、
般
若
の
行
者
は
そ
れ
ら

の
中
か
ら
空
の
一
法
を
選
択
し
、
．
切
皆
空
」
の
実
践
だ
け
で
一
切
の
仏
法
が
成
就
す
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
法
然
と
同
類

の
選
択
型
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

さ
て
、
最
初
に
「
比
較
思
想
史
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
際
に
、
私
の
「
思
想
史
」
は
私
自
身
も
歴
史
の
文
脈
の
中
に
入
り
、
私
自
身

も
比
較
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
比
較
さ
れ
る
、
議
論
や
対
論
の
テ
ー
ブ
ル
の
席
に
着
く
と
い
う
こ
と
を
述
べ
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
法
然
や

明
恵
の
思
想
を
検
討
し
、
仏
教
の
理
解
の
仕
方
の
類
型
を
問
題
に
し
て
、
こ
こ
に
至
っ
て
、
私
自
身
の
仏
教
理
解
は
こ
れ
ら
の
三
類
型
の

い
ず
れ
に
も
合
致
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
私
は
第
四
番
目
の
仏
教
理
解
と
し
て
「
総
府
型
」
と
い
う
も
の
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
「
総
府
」
と
い
う
言
葉

は
、
道
元
が
中
国
の
宋
に
行
き
、
如
浄
と
い
う
禅
者
に
つ
い
て
只
管
打
坐
と
い
う
か
、
た
だ
坐
禅
だ
け
で
良
い
と
い
う
決
着
を
付
け
て
日

本
に
帰
っ
て
来
た
の
で
す
が
、
そ
の
道
元
が
如
浄
か
ら
の
色
々
の
教
え
を
書
き
留
め
た
『
宝
慶
記
」
と
い
う
文
献
に
出
て
い
る
も
の
で
す
。

道
元
が
如
浄
に
「
禅
宗
」
と
い
う
呼
称
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
な
の
か
と
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
如
浄
は
「
そ
れ
は
仏
法
を
あ
る
一

宗
に
限
定
す
る
誤
っ
た
呼
称
で
あ
る
、
仏
法
は
そ
の
よ
う
に
局
呈
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
今
日
、
こ
の
如
浄
は
仏
法
に
総
府
で
あ
り
、

一
切
の
仏
法
を
体
現
し
て
お
り
、
世
界
で
比
べ
る
も
の
も
な
い
ほ
ど
だ
」
と
答
え
ま
し
た
。
「
総
府
」
の
「
府
」
の
字
に
は
中
心
と
い
う

意
味
と
倉
庫
の
語
義
と
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
如
浄
自
身
の
と
こ
ろ
に
仏
法
の
中
心
が
あ
り
、
如
浄
に
仏
法
全
体
を
倉
庫
の
よ
う
に

収
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
一
見
思
い
上
が
っ
た
態
度
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
中
国
禅
の
「
不
立
文
字
、
教
外
別
伝
」
（
文
字
を
立
て
ず
、
教
え
の
外
に

別
に
伝
え
る
、
経
典
の
文
文
句
句
を
前
面
に
押
し
立
て
ず
、
教
学
的
な
教
え
に
依
ら
な
い
で
仏
心
そ
の
も
の
を
伝
授
し
て
ゆ
く
）
と
い
う

中
国
禅
の
伝
統
を
よ
く
保
持
し
た
姿
勢
で
あ
り
ま
す
。
一
切
の
仏
法
を
教
判
的
に
排
列
す
る
の
で
も
な
く
、
あ
れ
か
こ
れ
か
の
こ
者
択
一
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の
分
別
を
す
る
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
ど
れ
か
特
定
の
教
え
を
選
択
す
る
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
自
己
の
一
心
に
一
切
の

仏
法
の
根
拠
を
置
き
、
こ
の
自
分
自
身
に
一
切
の
仏
教
を
収
め
、
排
列
す
る
よ
う
な
仏
教
理
解
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
「
総
府
型
」
に
つ
い
て
も
、
あ
え
て
印
度
大
乗
の
経
典
を
配
当
す
る
と
す
れ
ば
、
「
華
厳
経
」
が
当
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す
。
華

厳
の
「
入
法
界
品
」
の
善
財
童
子
の
歴
参
し
た
善
知
識
た
ち
の
在
り
方
な
ど
を
見
る
と
、
仏
教
の
内
外
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
菩

薩
の
善
知
識
と
し
て
ゆ
く
総
府
型
の
仏
教
が
見
え
ま
す
。
ま
た
、
密
教
経
典
も
一
切
の
存
在
を
、
印
度
教
の
神
々
で
す
ら
大
日
如
来
の
も

と
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
意
図
を
持
っ
た
総
府
型
の
仏
教
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
総
府
」
と
い
う
言
葉
を
書
き
留
め
て
い
る
道
元
自
身
は
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
如
浄
の
総
府
の
姿
勢
を
受

け
継
い
で
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
道
元
は
如
浄
の
も
と
で
只
だ
坐
禅
だ
け
が
大
切
で
あ
る
と
決
着
し
、
帰
国
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
法
然

と
同
類
の
選
択
型
な
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
道
元
は
中
国
禅
の
中
で
大
慧
宗
杲
に
激
烈
な
批
判
を
加
え
て
お
り
ま
す
。
先
の
明
恵
の
法

然
批
判
を
連
想
せ
し
め
る
よ
う
な
内
容
で
す
。
ま
た
、
正
法
の
純
粋
性
を
強
調
す
る
道
元
は
外
道
と
か
、
凡
夫
に
対
し
て
嫌
悪
感
を
持
っ

て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
の
著
作
を
「
正
法
服
蔵
」
と
命
名
す
る
と
こ
ろ
に
、
彼
が
正
邪
を
決
判
し
て
行
く
姿
勢
も
窺
わ
れ
、
分
別

型
の
要
素
も
強
い
の
で
す
。
そ
こ
で
、
私
は
彼
を
選
択
型
と
分
別
型
の
中
間
に
位
置
づ
け
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
こ
の
講
演
会
の
場
で
初
め
て
公
に
仏
教
理
解
の
川
類
型
を
提
案
い
た
す
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
仮
説
で
あ
り
、
あ

る
い
は
三
類
で
良
い
と
お
考
え
の
方
、
第
五
の
類
型
を
お
出
し
に
な
る
方
、
あ
る
い
は
根
本
的
に
こ
の
よ
う
な
類
型
化
に
反
対
の
方
、

色
々
お
有
り
に
な
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど
ご
意
見
を
頂
戴
出
来
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今
、
道
元
を
四
類
型
の
中
の
選
択
型
と
分
別
型
の
中
間
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
た
訳
で
す
が
、
私
は
こ
の
四
類
型
に
相
互
の
中
間
形
態

を
も
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
レ
ジ
メ
の
図
を
見
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
少
し
説
明
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
仏

教
の
宗
派
性
の
強
さ
へ
の
傾
向
も
こ
の
四
類
型
と
そ
の
中
間
形
態
を
議
論
す
る
あ
た
り
か
ら
説
明
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
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先
ず
、
教
判
型
と
分
別
型
と
の
中
間
で
す
が
、
両
者
に
共
通
す
る
特
色
と
し
て
、
教
え

（
監
冑
日
四
）
を
重
ん
じ
る
傾
向
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
教
判
型
は
教
え
を
色
々
に
排
列
し
て
ゆ

く
の
で
す
か
ら
、
こ
の
傾
向
が
あ
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
分
別
型
は
こ
っ
ち
が
正
し
い
、
こ
っ

ち
は
邪
法
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
分
別
す
る
の
で
す
か
ら
、
教
え
の
正
邪
を
決
判
す
る
と
い
う
点

で
、
や
は
り
こ
ち
ら
の
主
体
が
ど
う
の
こ
う
の
と
い
う
よ
り
も
客
体
的
な
教
え
の
方
に
重
点
が
あ

る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
従
い
ま
し
て
、
こ
の
教
判
型
と
分
別
型
を
結
ぶ
一
線
の
傾
向
は
ダ
ル
マ
、

教
え
の
方
を
重
ん
じ
る
傾
向
あ
り
と
纒
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
総
府
型
は
一
切
の
仏
教
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
外
教
で
す
ら
、
現
代
で
は
キ

リ
ス
ト
教
で
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
も
自
分
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う
と
い
う
立
場
で
す
の
で
、
こ
れ

は
も
う
ア
ー
ト
マ
ン
（
理
白
目
）
、
自
我
や
自
己
の
立
場
を
重
視
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

ま
た
、
選
択
型
に
お
い
て
、
法
然
も
自
分
で
色
々
お
考
え
に
な
っ
て
、
自
分
で
決
断
し
て
、
念

仏
一
行
に
帰
す
る
決
断
を
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
何
を
選
捨
し
、
何
を
選
取
す
る
か
に

つ
い
て
は
自
分
自
身
の
心
か
ら
の
選
択
で
す
の
で
、
や
は
り
自
分
、
自
己
の
立
場
を
重
視
し
て
い

る
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
、
総
府
型
と
選
択
型
を
結
ぶ
一

線
の
共
通
性
は
、
自
己
自
身
、
す
な
わ
ち
ア
ー
ト
マ
ン
ヘ
の
傾
斜
と
い
う
こ
と
が
指
摘
出
来
ま
し

ょ
論
っ
。そ

れ
で
は
教
判
型
と
総
府
型
と
の
一
線
の
共
通
性
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
で
す
が
、
こ
こ
は

色
々
な
教
え
を
多
元
的
に
許
す
と
い
う
面
と
、
取
捨
に
関
し
て
言
え
ば
色
々
の
教
え
を
摂
取
す
る

と
い
う
面
に
共
通
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
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そ
し
て
、
選
択
型
と
分
別
型
と
の
共
通
性
に
関
し
て
は
、
限
り
な
く
一
つ
の
も
の
、
あ
る
い
は
一
方
を
選
び
、
何
か
を
捨
て
る
、
あ
る

い
は
何
か
を
排
除
す
る
姿
勢
に
お
い
て
共
通
性
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

時
間
の
都
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
か
ら
は
ま
と
め
に
向
か
い
な
が
ら
、
色
々
の
問
題
提
起
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

本
日
の
話
は
私
が
駒
澤
大
学
の
講
義
の
中
で
明
惠
の
「
推
邪
輪
』
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
法
然
の
『
選
択

集
」
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
発
端
で
あ
り
ま
す
。
「
選
択
集
」
は
名
著
だ
な
あ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
『
選
択
集
」
を
読
む

と
ま
た
ど
う
し
て
も
中
国
の
道
棹
や
善
導
の
著
作
に
遡
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
ら
、
つ
い
に
は
本
日
お
話
し
た
よ
う
な
引
用
関
係
の
検

討
と
、
次
に
は
明
恵
と
法
然
と
の
批
判
関
係
の
検
討
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

そ
の
結
果
、
ど
う
も
引
用
関
係
に
お
い
て
も
、
批
判
関
係
に
お
い
て
も
、
引
用
さ
れ
る
側
の
原
意
と
引
用
す
る
側
の
意
図
、
そ
し
て
批

判
さ
れ
る
側
の
原
意
と
批
判
す
る
側
の
意
図
と
が
湖
齢
す
る
と
い
う
か
、
両
者
に
落
差
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学
者
の
教
学
の
構
造
を
認
識
し
た
上
で
引
用
関
係
や
批
判
関
係
を
見
て
ゆ
く
こ
と
の
大
切
さ
を

教
え
て
く
れ
た
訳
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
学
者
の
教
学
の
構
造
を
見
る
尺
度
と
し
て
、
私
は
仮
説
的
に
四
つ
の
仏
教
理
解
の
類

型
を
提
案
し
て
み
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
関
連
付
け
て
、
そ
れ
ら
の
中
間
形
態
へ
の
位
置
づ
け
を
も
模
索
し
た
の
で
あ
り
ま

四
類
型
に
関
し
て
、
教
判
型
は
中
国
の
教
学
者
、
分
別
型
は
明
恵
の
教
学
、
選
択
型
は
法
然
の
念
仏
、
そ
し
て
総
府
型
は
如
浄
な
ど
の

中
国
禅
と
い
う
よ
う
に
一
応
の
モ
デ
ル
を
設
定
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ら
四
類
型
の
中
間
形
態
も
有
り
得
る
と
い
う
よ
う
に
も
考
え
ま
し
た
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
道
元
は
選
択
型
と
分
別
型
の
中
間
ぐ
ら
い
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、

空
海
で
す
が
、
選
択
型
と
総
府
型
の
中
間
に
、
最
澄
は
分
別
型
と
教
判
型
の
中
間
に
位
置
す
る
と
認
定
し
て
み
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
教

判
型
と
総
府
型
の
中
間
に
中
国
の
教
禅
一
致
説
を
提
唱
し
た
宗
密
を
配
置
し
て
考
え
て
お
り
ま
す
。
何
故
そ
の
よ
う
に
位
置
つ
け
る
か
と

い
う
議
論
も
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
す
が
、
今
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

す
⑥
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と
こ
ろ
で
、
私
の
問
題
意
識
と
し
て
冒
頭
に
述
べ
た
、
ど
う
も
日
本
の
仏
教
は
中
国
や
韓
国
な
ど
と
比
較
し
て
、
宗
派
性
が
強
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
点
で
す
が
、
私
は
こ
の
四
類
型
の
提
案
か
ら
も
、
一
つ
の
解
答
を
引
き
出
せ
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
道
元
を

選
択
型
と
分
別
型
の
中
間
に
位
置
つ
け
ま
し
た
が
、
こ
の
中
間
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
が
最
も
強
烈
に
宗
派
性
が
高
ま
る
よ
う
で
す
。
何
故
な
ら

ば
、
あ
る
一
つ
の
立
場
を
選
択
す
る
、
一
般
に
い
わ
れ
る
專
修
仏
教
の
立
場
で
す
が
、
こ
の
選
択
型
の
要
素
と
、
ま
た
正
邪
を
決
判
し
、

他
の
宗
派
を
厳
し
く
批
判
す
る
分
別
型
の
側
面
を
両
方
兼
ね
備
え
る
こ
と
は
、
強
い
自
己
主
張
と
厳
し
い
批
判
と
を
共
存
さ
せ
、
あ
る
人

物
に
濃
い
カ
リ
ス
マ
性
と
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
を
付
与
し
、
そ
の
人
物
の
イ
デ
ア
を
中
核
と
し
て
強
い
宗
派
性
を
形
成
し
、
つ
い
に

は
大
教
団
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
親
鶯
も
日
蓮
も
、
道
元
と
同
様
に
選
択
型
と
分
別
型
を
兼
ね
備

え
、
濃
い
カ
リ
ス
マ
性
と
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
具
有
し
、
つ
い
に
は
大
教
団
の
教
祖
に
な
っ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

日
本
の
仏
教
は
こ
の
選
択
型
と
分
別
型
の
二
極
の
中
間
の
方
向
に
傾
斜
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
す
が
、
そ
の
二
類
型

の
根
底
と
い
う
か
、
源
泉
と
い
う
か
、
ル
ー
ツ
と
い
う
か
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
南
都
で
形
成
さ
れ
た
華
厳
宗
の
「
全
一
の
イ
デ
ア
」

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
既
に
論
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は
鍵
主
良
敬
先
生
や
織
田
顕
祐
先
生
に
大
変
お
世
話
に
な
り
、

つ
い
最
近
出
版
さ
れ
ま
し
た
『
鎌
田
茂
雄
博
士
古
稀
記
念
・
華
厳
学
論
集
」
（
大
蔵
出
版
）
に
お
い
て
、
「
全
一
の
イ
デ
ア
ー
「
華
厳
宗
」

成
立
の
思
想
史
的
意
義
ｌ
」
と
い
う
論
文
で
論
じ
た
の
で
す
。

こ
の
「
全
一
の
イ
デ
ア
」
と
は
華
厳
宗
な
ら
華
厳
宗
と
い
う
一
宗
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
と
も
か
く
あ
る
一
宗
、
あ
る
一
行
、
あ
る
い

は
あ
る
一
法
を
選
ぶ
こ
と
が
、
仏
教
全
体
を
表
徴
す
る
と
い
う
理
念
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
確
か
に
華
厳
の
相
即
の
理
論
か
ら
展
開
し
て

成
立
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
イ
デ
ア
が
中
国
や
新
羅
・
高
麗
な
ど
で
は
宗
派
性
の
形
成
の
理
論
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、
日
本
で
は
こ

の
理
論
が
南
都
で
成
立
す
る
や
い
な
や
、
後
の
最
澄
や
空
海
に
も
継
承
さ
れ
て
行
き
、
本
日
述
べ
た
選
択
型
や
分
別
型
の
根
底
に
流
れ
る

イ
デ
ア
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
現
在
私
が
も
っ
と
確
認
し
た
い
と
思
い
、
抱
え
て
い
る
研
究
課
題
な
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
点
か
ら
、
一
つ
皆
さ
ん
に
も
ご
意
見
を
お
伺
い
し
た
い
の
は
法
然
が
『
選
択
集
』
第
十
一
章
の
「
雑
善
に
約
対
し
て
念
仏
を
讃
歎
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す
る
の
文
」
の
中
で
空
海
の
『
弁
顕
密
二
教
諭
」
を
引
用
す
る
意
義
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
引
用
の
意
義
は
大
き
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
法
然
の
選
択
の
背
景
に
空
海
の
顕
密
を
弁
別
す
る
理
論
、
結
局
は
密
教
を
選
択
し
な
が
ら
も
、

同
時
に
そ
の
密
教
が
顕
教
を
も
包
含
す
る
理
論
が
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
空
海
の
十
住
心
の
教
学
や

弁
顕
密
の
理
論
の
背
景
に
は
私
が
提
案
し
て
い
る
「
全
一
の
イ
デ
ア
」
が
存
在
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
南
都
の
華
厳
宗
の
「
全

一
の
イ
デ
ア
」
か
ら
空
海
の
弁
顕
密
の
教
学
、
そ
し
て
そ
れ
が
法
然
の
選
択
思
想
に
展
開
し
て
行
く
と
い
う
仮
説
も
成
立
す
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
因
み
に
、
明
恵
の
分
別
型
の
形
成
に
は
南
都
の
華
厳
宗
の
「
全
一
の
イ
デ
ア
」
か
ら
最
澄
を
経
由
し
て

明
惠
に
至
る
思
想
的
展
開
を
想
定
し
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
の
日
本
仏
教
は
、
色
々
の
意
味
で
、
凝
然
な
ど
が
活
躍
し
た
一
三
○
○
年
前
後
の
鎌
倉
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か

け
て
の
仏
教
と
同
類
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
危
機
に
包
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
現
代
の
日
本
に
は
漢
訳
大
蔵
経
を
後
生
大
事
に
し
て
い

る
伝
統
仏
教
と
、
明
治
時
代
か
ら
次
第
に
将
来
さ
れ
、
今
や
大
き
な
文
献
群
と
な
っ
て
い
る
パ
ー
リ
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
そ
し
て
チ
ベ

ッ
ト
の
仏
教
文
献
を
中
心
と
し
て
い
る
新
し
い
仏
教
と
、
そ
し
て
新
新
宗
教
と
一
括
し
て
呼
ば
れ
る
よ
う
な
仏
教
と
の
概
略
三
種
類
の
仏

教
が
混
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
ら
の
中
で
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
新
し
い
仏
教
文
献
に
拠
る
仏
教
は
伝
統
仏
教
に
色
々
な
異
議
申
し
立
て
を
行
い
、
批
判
的
に
活
動

し
、
そ
の
勢
い
は
益
々
燃
え
盛
ろ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
の
日
本
仏
教
の
主
流
に
な
っ
て
行
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た

だ
、
私
は
ど
う
も
こ
の
新
し
い
典
籍
に
よ
る
仏
教
が
こ
れ
ま
で
の
日
本
の
仏
教
の
問
題
点
で
あ
る
宗
派
性
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の

セ
ク
ト
的
な
傾
向
を
強
め
る
方
向
に
機
能
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
し
て
い
る
の
で
す
。
邪
悪
な
仏
教
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い

の
で
、
正
し
い
仏
教
は
良
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
正
し
い
仏
教
が
セ
ク
ト
性
を
強
め
、
閉
鎖
的
な
姿
勢
に
繋
が
る
よ
う
で
は
社
会
の
場
で

人
々
の
苦
悩
に
答
え
る
生
き
た
仏
教
と
は
成
り
得
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

釈
尊
は
『
律
蔵
』
の
「
大
品
」
の
中
で
、
比
丘
の
集
団
が
六
十
人
位
に
な
っ
た
時
に
、
「
世
の
人
々
の
利
益
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
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め
い
め
い
教
化
の
旅
に
出
な
さ
い
。
同
じ
一
つ
の
道
を
二
人
で
行
か
な
い
よ
う
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
す
。
正
し
い
仏
教
で
あ
れ

ば
あ
る
だ
け
、
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
活
動
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
正
し
い
仏
教
と
言
い
な
が
ら
、
閉
鎖
的
に
な
り
、
個
人
の
レ

ベ
ル
に
留
ま
り
、
社
会
性
が
没
却
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
京
都
で
は
地
球
の
温
暖
化
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
施
策
を
取
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
た
め
の
大
切
な
国
際
会
議
が
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
我
々
の
宗
教
、
就
中
仏
教
も
主
義
王
張
の
対
立
を
越
え
、
ま
た
主
義
主
張
の
違
い
を
対
話
に
依
っ
て
克
服
し
つ
つ
、

こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
緊
急
の
問
題
に
向
か
っ
て
発
言
を
し
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

ど
う
も
勝
手
な
議
論
ば
か
り
い
た
し
ま
し
て
、
お
耳
触
り
な
点
が
多
々
あ
っ
た
か
と
存
じ
ま
す
が
、
お
許
し
頂
き
た
い
と
お
も
い
ま
す
。

こ
の
辺
り
で
私
の
講
演
を
終
了
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

注
記
こ
の
内
容
は
平
成
九
年
十
二
月
九
日
、
大
谷
大
学
仏
教
学
会
に
お
い
て
、
同
じ
表
題
で
行
わ
れ
た
公
開
講
演
会
に
拠
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
録

音
テ
ー
プ
を
原
稿
化
し
た
も
の
に
、
講
演
者
が
加
筆
し
た
こ
と
を
申
し
添
え
ま
す
。

106


