
日

ャ
本
学
仏
教
学
科
の
一
員
と
し
て
、
長
ら
く
そ
の
職
責
を
け
が
し
て
ま
い
り
ま
し
た
私
は
、
本
年
三
月
末
を
以
て
退
任
い
た
す
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
度
は
、
仏
教
学
会
よ
り
、
日
頃
考
え
て
い
る
こ
と
等
を
、
皆
様
の
前
で
話
し
を
す
る
よ
う
と
の
意
向
を
受
け
ま

し
た
の
で
、
づ
き
ま
し
て
は
、
私
の
さ
さ
や
か
な
研
究
の
道
筋
と
で
も
い
う
尋
へ
き
こ
と
を
、
お
話
し
申
し
あ
げ
て
み
た
い
と
存
じ
ま
す
。

さ
て
講
題
は
、
「
日
本
天
台
へ
の
道
」
と
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
私
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
自
分
の
研
究
の
中
心
を
、
日
本
天
台
の

学
に
定
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
で
は
何
故
、
私
の
研
究
課
題
が
そ
こ
に
定
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
。
日
本
天
台
と
申
し
ま
す
と
、
と
か
く

鎌
倉
仏
教
の
陰
に
隠
れ
て
、
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
方
は
叡
山
を
捨
て
て
来
た
の
で
あ
る
と
か
、
日
本
天
台
に
は
さ
ほ
ど
見
る
ゞ
へ
き
教
学
は
な

く
八
鎌
倉
仏
教
に
な
っ
て
始
め
て
、
日
本
の
仏
教
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
、
等
々
の
声
を
聞
く
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が
日
本
天
台
を
研
究
の
対
象
と
し
た
そ
の
理
由
と
成
り
ゆ
き
に
つ
い
て
、
恐
縮
で
す
が
、
私
的
な
話
を
交
じ
え

な
が
ら
申
し
あ
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
若
い
時
に
東
京
の
学
校
で
、
国
文
学
の
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
昔
の
こ
と
で
す
の
で
、
女
の
人
に
と
っ
て
は
狭
い

勉
強
の
道
し
か
許
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
中
で
国
文
学
を
選
び
ま
し
た
が
、
若
い
時
で
あ
り
ま
す
し
、
国
文
学
の
他
に
も
い

ろ
い
ろ
の
所
に
目
が
行
く
と
い
う
さ
ま
で
し
た
。
そ
う
し
た
私
が
、
国
文
学
の
中
に
現
わ
れ
て
く
る
仏
教
に
関
す
る
こ
と
が
ら
に
目
を
引

本
天
台
へ
の
道

白

土

わ

か
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か
れ
て
い
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
さ
っ
ぱ
り
理
解
が
ゆ
か
な
い
。
そ
れ
で
、
先
生
方
に
質
問
を
致
し
ま
し
て
も
、
何
故

か
お
答
え
に
な
ら
な
い
。
私
は
今
に
し
て
思
う
の
で
す
が
、
ま
だ
第
二
次
大
戦
の
始
ま
る
前
の
こ
と
で
あ
り
、
あ
の
頃
の
国
文
学
の
老
先

生
方
に
は
、
徳
川
時
代
以
来
の
国
学
の
流
れ
が
な
お
続
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
折
の
国
文
学
の
主
任
教

授
で
あ
り
、
私
が
最
も
多
く
御
指
導
を
受
け
た
の
は
、
国
文
学
者
と
し
て
歌
人
と
し
て
令
名
高
い
尾
上
柴
舟
先
生
で
あ
り
ま
し
た
。
尾
上

先
生
か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学
と
い
う
も
の
の
非
常
に
大
事
な
と
こ
ろ
を
教
え
て
頂
い
た
と
思
い
ま
す
。

文
学
と
い
う
も
の
の
真
中
を
把
握
す
る
心
も
、
仏
教
の
書
物
を
読
ん
で
そ
の
核
心
に
肉
薄
し
よ
う
と
す
る
心
も
、
通
じ
あ
う
も
の
で
あ

ろ
う
と
、
今
に
し
て
思
い
ま
す
が
、
若
い
頃
に
尾
上
先
生
よ
り
頂
い
た
も
の
は
、
本
当
に
大
き
か
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
に
し
ま
し

て
も
尾
上
先
生
か
ら
が
、
私
の
素
朴
な
質
問
に
対
し
て
、
何
故
か
お
笑
い
に
な
っ
て
、
「
さ
あ
、
分
か
ら
な
い
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
分

か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
若
い
私
は
真
に
受
け
て
、
そ
れ
な
ら
自
分
で
や
る
し
か
な
い
と
思
い
定
め
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
後
で
分
か

っ
た
こ
と
で
す
が
、
尾
上
先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た
も
の
を
拝
見
い
た
し
ま
す
と
、
日
本
の
古
典
に
仏
教
の
註
も
つ
け
て
お
ら
れ
る
の
で

ご
ざ
い
ま
し
て
、
決
し
て
お
分
か
り
に
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
あ
の
老
大
家
は
、
若
い
学
生
を
黙
っ
て
見
て
お
ら
れ
た
の

国
文
学
の
中
に
お
び
た
だ
し
く
現
わ
れ
て
い
る
仏
教
に
対
す
る
一
種
の
驚
き
と
好
奇
心
と
、
同
時
に
自
分
の
内
面
的
欲
求
と
か
ら
、
私

は
仏
教
の
書
物
に
触
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
神
田
の
神
保
町
に
ま
い
り
ま
し
て
、
今
思
い
ま
す
と
、
あ
の
平
楽
寺
書
店
発
行
の
『
法

華
経
』
を
買
い
、
辞
書
は
浩
々
洞
発
行
の
も
の
を
、
仏
教
概
論
は
高
木
瀝
堂
と
い
う
先
生
の
も
の
を
、
こ
の
先
生
が
竜
谷
大
学
の
先
生
で

あ
っ
た
こ
と
は
後
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
こ
う
し
て
独
学
で
集
め
た
書
物
を
読
ん
で
ゆ
く
う
ち
に
、
仏
教
と
は
こ
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
も

の
か
と
、
た
だ
驚
く
こ
と
の
み
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
最
初
は
、
仏
教
の
言
葉
が
難
し
く
て
、
ま
る
で
英
語
の
単
語
を
引
く
よ

う
に
辞
書
に
た
よ
り
、
独
り
よ
が
り
に
、
『
般
若
経
』
を
『
華
厳
経
』
を
と
読
み
す
す
み
、
眼
の
開
か
れ
る
思
い
で
仏
教
に
傾
斜
し
て
い

ご
ざ
い
ま
し
て
、
唾

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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‐
国
文
学
の
勉
強
を
決
し
て
捨
て
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
仏
教
学
の
勉
強
を
本
格
的
に
し
て
み
た
い
、
そ
れ
に
は
東
京
よ

り
も
京
都
の
方
が
良
い
の
で
は
な
い
か
、
京
都
に
は
仏
教
の
伝
統
が
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
素
人
考
え
で
京
都
に

来
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
、
国
文
学
者
の
頴
原
退
蔵
先
生
に
お
会
い
す
る
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
頴
原
先
生
は
私
に
、

大
谷
大
学
で
勉
強
す
る
こ
と
を
お
勧
め
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
大
谷
大
学
の
仏
教
学
を
極
め
て
高
く
評
価
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
「
あ

そ
こ
に
は
山
口
益
博
士
と
い
う
学
者
が
お
ら
れ
る
が
、
あ
の
方
は
立
派
な
学
者
で
あ
る
。
山
口
先
生
に
つ
い
て
本
格
的
に
仏
教
学
を
や
っ

て
み
な
い
か
。
ま
た
大
谷
大
学
に
は
秀
れ
た
思
想
家
の
鈴
木
大
拙
・
曾
我
量
深
と
い
っ
た
方
々
が
お
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
図
書
館
に
は
貴

重
な
多
く
の
書
物
を
蔵
し
て
い
る
。
」
と
い
う
事
で
あ
り
ま
し
た
。
私
は
そ
の
御
言
葉
の
ま
ま
に
大
谷
大
学
に
参
り
ま
し
て
、
山
口
益
先

生
に
お
会
い
し
た
わ
け
て
あ
り
ま
す
。

山
口
先
生
は
、
物
凄
い
迫
力
に
満
ち
た
学
者
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
が
ま
だ
学
長
に
な
ら
れ
る
以
前
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な

学
者
が
お
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
眼
の
鱗
が
は
が
れ
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
の
も
と
で
は
と
に
か
く
、
た
だ
厳
密
に
イ
ン

ド
の
仏
典
を
読
む
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
私
は
「
行
」
の
つ
も
り
で
勉
強
に
は
げ
ま
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
あ
の
頃
は

『
中
論
註
』
の
解
読
の
折
に
は
、
大
学
の
内
外
か
ら
研
究
者
が
集
ま
っ
て
く
る
と
い
っ
た
さ
ま
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
山
口
先
生
は
私
に
対
し
て
、
「
お
前
に
は
お
前
の
や
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
何
時
始
め
る
の
か
」
と
、

督
促
さ
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
若
い
時
に
勉
強
し
た
国
文
学
の
中
の
仏
教
と
い
う
問
題
を
早
く
解
決
せ
よ
、
と
い
う
御
言
葉

だ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
山
口
先
生
の
も
と
で
勉
強
し
て
い
る
イ
ン
ド
仏
教
は
、
日
本
の
文
学
の
問
題
に
は
直
結
し
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
間
に
は
、
い
く
つ
も
の
山
あ
り
谷
あ
り
で
、
そ
れ
を
ま
ず
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
り
あ
え
ず
、
最
も
手

近
か
に
は
、
日
本
仏
教
の
勉
強
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
頃
、
大
谷
大
学
に
は
日
本
仏
教
学
の
講
義
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
か
ら
、
私
は
暗
中
模
索
の
ま
ま
に
勉
強
を
始
め
ま
し
た
。

ま
ず
そ
の
た
め
に
、
一
乗
寺
の
曼
殊
院
御
門
主
山
口
光
円
先
生
の
と
こ
ろ
に
、
天
台
学
の
講
義
を
聞
き
に
ま
い
り
ま
し
た
。
叡
山
の
天
３



台
学
は
、
日
本
文
学
に
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
叡
山
に
伝
わ
る
伝
統
的
な
学
問
を
身
に

つ
け
た
い
と
も
思
っ
た
か
ら
で
し
た
。
曼
殊
院
で
は
『
摩
訶
止
観
』
を
恵
心
流
の
訓
み
方
に
添
い
つ
つ
読
ん
だ
の
で
す
が
、
他
に
一
二
の

方
と
御
一
緒
の
、
折
女
に
叡
山
の
昔
の
お
話
が
出
て
、
少
し
づ
つ
そ
の
勉
強
に
な
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
そ
の
間
に
は
、
曼
殊
院
所
蔵
の
古

文
献
を
見
る
機
会
も
出
て
き
ま
し
た
。

参
り
ま
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
に
参
り
ま
し
て
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
は
勿
論
、
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
学
者
に
お
目
に
か
異
る
折
を
得
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
最
も
強
い
印
象
を
受
け
た
の
は
、
、
ヘ
ル
ギ
ー
の
碩
学
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ラ
モ
ー
ト
師
の
聲
咳
に
接
す
る
こ
と
を
得
た
こ
と
で

し
た
。
ラ
モ
ー
ト
先
生
は
山
口
益
先
生
の
友
人
で
あ
り
ま
す
が
、
私
が
日
本
を
出
発
す
る
前
に
山
口
先
生
か
ら
、
必
ず
、
ヘ
ル
ギ
ー
に
先
生

を
お
訪
ね
申
し
あ
げ
る
よ
う
に
と
云
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
し
、
私
も
稀
代
の
碩
学
に
お
目
に
か
か
れ
る
期
待
と
緊
張
と
に
満
ち
て
、
ル
ー

ヴ
ァ
ン
の
先
生
の
も
と
に
参
上
い
た
し
ま
し
た
。
ラ
モ
ー
ト
先
生
は
そ
の
頃
、
『
大
智
度
論
』
フ
ラ
ン
ス
語
訳
註
の
第
三
巻
の
仕
事
を
し

て
お
い
で
で
し
た
。
細
か
い
字
で
書
か
れ
た
原
稿
が
、
机
上
に
う
ず
高
く
積
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
。
ラ
モ
ー
ト
先
生
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司

教
様
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
司
教
様
が
仏
教
研
究
に
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
私
の
素
朴
な
質
問
に
対
し
て
、
「
私
は

毎
日
、
美
し
い
花
を
愛
づ
る
が
如
く
に
仏
教
の
書
を
ひ
も
と
い
て
い
る
。
」
と
先
生
は
答
え
ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。
敬
虚
な
カ
ト
リ
ッ
ク

山
口
光
円
先
生
か
ら
は
、
「
日
本
天
台
の
中
て
は
、
口
伝
法
門
に
つ
い
て
は
誰
も
研
究
し
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
お
前
は
や
ら
な
い
か
。
」

と
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
何
れ
の
日
に
か
は
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
日
本
天
台
と
の
最
初
の
出
会
い
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
フ
ラ
ン
ス
に
勉
強
に
ゆ
く
話
が
も
ち
上
が
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
京
都
を
訪
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
学
者
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ

ラ
ン
ク
氏
が
、
こ
の
方
は
今
は
コ
レ
ジ
ュ
・
ド
。
フ
ラ
ン
ス
の
日
本
学
主
任
教
授
で
す
が
、
私
に
フ
ラ
ン
ス
に
勉
強
に
来
な
い
か
と
云
わ

れ
ま
す
。
そ
う
し
た
な
ら
、
お
前
は
勉
強
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
我
々
も
随
時
に
お
前
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
は
か
っ
て
山
口
益
先
生
が
勉
強
な
さ
れ
た
所
で
あ
り
ま
す
。
私
は
広
く
世
の
中
を
見
た
い
も
の
と
思
い
、
喜
ん
で
フ
ラ
ン
ス
へ
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こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
学
者
よ
り
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
私
が
フ
ラ
ン
ス

で
学
ん
だ
こ
と
は
何
で
あ
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
文
化
と
い
う
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
と
、
犀
利
な
眼
で
ご
ざ
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
あ
の
人
達
が
培
っ
て
き
た
、
深
く
裏
打
ち
さ
れ
た
眼
で
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
日
本
の
文
化
や
宗
教
を
見
る
上
に
も
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
特
に
等
ヘ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ク
教
授
は
、
日
本
の
そ
れ
ら
に

対
し
て
深
い
愛
情
と
理
解
を
持
っ
て
い
る
学
者
で
す
が
、
こ
の
フ
ラ
ン
ク
教
授
は
再
三
、
私
に
向
っ
て
、
「
日
本
の
文
化
や
思
想
を
見
て

教
徒
で
あ
る
先
生
が
、
仏
教
の
書
物
に
対
し
て
、
深
い
愛
情
と
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
、
あ
れ
ほ
ど
ま
で
の
研
究
業
績
を
あ
げ
て
お
ら
れ
た

の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
仏
教
で
あ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
れ
、
宗
教
と
い
う
も
の
に
対
す
る
と
き
の
、
心
の
要
諦
と
も
い
う
べ
き
も
の
を

先
生
は
深
く
身
に
つ
け
て
お
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
私
は
大
き
な
感
銘
を
受
け
た
も
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
滞
在
中
に
ヴ
ァ
チ
カ
ン

の
奥
に
許
さ
れ
て
参
っ
た
折
の
感
慨
も
、
決
し
て
そ
れ
に
優
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
て
、
。
〈
リ
で
は
何
人
か
の
先
生
方
の
識
筵
に
列
な
り
ま
し
た
が
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
中
に
あ
っ
た
イ
ン
ド
研
究
所
に
お
け
る
、
ル
イ
・

ル
ヌ
ー
先
生
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
講
義
は
、
大
家
の
学
殖
に
触
れ
て
ま
こ
と
に
充
実
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
た
が
、
先
生
は
途
中
で
急

逝
さ
れ
、
本
当
に
残
念
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ジ
ャ
ン
・
フ
ィ
リ
オ
ザ
先
生
は
ク
メ
ー
ル
の
仏
教
遺
跡
や
仏
像
に
つ
い
て
話
し
て
お
ら
れ
ま

し
た
が
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
学
の
マ
グ
ド
ナ
ル
ド
女
史
や
イ
ン
ド
の
ブ
ハ
ッ
タ
チ
ャ
ル
ャ
氏
等
も
同
席
し
て
お
り
ま
し
た
。
ア
ン
ド
レ
・
バ
ロ
ー

教
授
は
原
始
経
典
の
ほ
か
、
ル
ー
マ
ニ
ヤ
か
ら
来
た
学
生
の
求
め
に
応
じ
て
、
密
教
の
文
献
を
読
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
ポ
ー
ル
・
ミ
ュ

ス
教
授
は
コ
レ
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
で
、
仏
塔
に
対
す
る
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
Ｉ
的
な
研
究
か
ら
、
信
仰
や
思
想
に
入
っ
て
ゆ
く
講
義
を

さ
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
大
勢
の
研
究
者
が
つ
め
か
け
て
話
を
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
諸
学
者
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
厳
密
な
資
料
探
求
を
経
て
、
す
な
わ
ち
文
献
学
派
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
筋
道
を
通
っ
て
、

仏
教
の
信
仰
な
り
思
想
な
り
の
解
明
に
努
め
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
山
口
益
先
生
の
方
法
に
も
通
ず
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま

し
た
ｃ

5



ゆ
く
と
、
平
安
時
代
の
仏
教
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
も
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の

学
者
は
鎌
倉
時
代
の
仏
教
に
つ
い
て
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
け
れ
ど
も
、
平
安
仏
教
に
つ
い
て
は
教
え
て
く
れ
な
い
。
あ
な
た
は
勉
強
し

て
、
ど
う
か
我
々
に
、
そ
の
点
に
つ
い
て
教
え
て
ほ
し
い
。
」
と
云
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
教
授
や
、
ま
た
日

本
歴
史
の
研
究
家
で
あ
る
フ
ラ
ン
シ
ン
・
エ
ラ
ー
イ
女
史
か
ら
、
日
本
の
文
化
や
仏
教
等
に
対
し
て
、
鋭
い
示
唆
に
満
ち
た
質
問
を
受
け

る
ご
と
に
、
私
は
自
分
が
日
本
を
い
か
に
知
ら
な
か
っ
た
か
を
痛
感
す
る
の
み
で
し
た
。

日
本
人
だ
か
ら
日
本
を
知
っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
の
錯
覚
を
、
は
っ
き
り
と
自
覚
し
た
私
は
、
早
く
日
本
へ
帰
っ
て
、
日
本
の
勉
強
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
奈
良
で
あ
れ
、
京
都
で
あ
れ
、
叡
山
で
あ
れ
、
そ
こ
の
お
寺
の
政
の
中
の
書
物
を
見
せ
て
い
た
だ
き
、
自
分
な

り
に
日
本
仏
教
学
と
い
う
も
の
を
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
ん
な
風
に
考
え
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
頃
、
病
気
療
養
中
で
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
学
者
マ
ル
セ
ル
・
ラ
ル
ー
女
史
が
、
私
の
為
に
研
究
の
便
宜
を
は
か
る
か
ら
、

し
ば
ら
く
・
く
り
に
残
っ
て
、
日
本
文
学
と
仏
教
に
つ
い
て
の
論
文
を
書
く
よ
う
に
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
お
勧
め
を
辞
退
し
て
帰
っ
て
き
た

の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ラ
ル
ー
女
史
は
山
口
益
先
生
の
友
人
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
は
パ
リ
滞
在
中
、
余
り
人
に
お
会
い
に
な
ら
な
い
、

御
病
身
の
ラ
ル
ー
先
生
の
御
厚
意
を
度
々
受
け
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
が
日
本
文
学
と
仏
教
と
い
う
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
と

申
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
極
め
て
興
味
あ
る
問
題
だ
か
ら
、
是
非
こ
こ
で
論
文
を
作
る
よ
う
に
と

お
勧
め
下
さ
っ
た
の
で
し
た
。
し
か
し
、
資
料
の
少
な
い
フ
ラ
ン
ス
で
仕
事
を
す
る
よ
り
は
、
日
本
へ
帰
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
あ
る
、
そ
う
思
っ
て
ラ
ル
ー
先
生
の
御
言
葉
を
辞
退
し
て
帰
っ
て
き
た
次
第
で
し
た
。

そ
の
頃
か
ら
私
は
、
日
本
天
台
を
終
生
の
研
究
の
中
心
に
据
え
よ
う
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
し
て
勉
強
を
す
す
め
て
参
り

ま
す
間
に
、
往
昔
の
秀
れ
た
学
僧
た
ち
の
業
績
を
目
の
あ
た
り
し
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
真
蟄
に
法
を
求
め
た
人
為
の
姿
を
知
っ
た

ま
す
間
に
、

、

の
で
し
た
。

や
面
、

一
方
、
さ
き
ほ
ど
か
ら
話
題
に
い
た
し
ま
し
た
日
本
文
学
と
の
関
係
と
い
う
点
に
致
し
ま
し
て
も
、
日
本
天
台
の
止
観
と
い
う
こ
と
ヵ
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こ
の
論
義
は
、
も
と
も
と
平
安
時
代
の
初
め
か
ら
、
日
本
天
台
に
於
て
そ
の
学
習
・
研
究
の
中
心
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
、
改
め

て
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
論
義
と
い
う
も
の
は
、
仏
教
の
中
に
本
来
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
教
義
の
論
理
的
な
究
明
方
法
と
し
て
、

問
答
往
復
を
用
い
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
す
が
、
釈
尊
御
自
身
が
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
法
を
説
か
れ
た
と
伝
え
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち

優
波
提
舎
眉
目
①
笛
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
弟
子
達
の
間
で
も
行
な
わ
れ
、
ま
た
問
答
体
を
も
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
諭
書
は
、
そ

れ
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
仏
教
教
理
の
論
理
的
な
性
格
を
示
し
て
い
る
と
も
云
え
よ
う
か
と

シ
め
ｈ
弟
よ
せ
，
ん
。

日
本
人
の
文
学
理
念
に
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
平
安
時
代
以
来
、
連
綿
と
し
て
現

代
に
ま
で
及
ん
で
お
り
ま
す
。
近
く
に
例
を
と
る
な
ら
ば
、
斎
藤
茂
吉
に
致
し
ま
し
て
も
、
「
実
相
観
入
の
文
学
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
申
し
ま
す
。
古
く
は
藤
原
俊
成
や
定
家
の
歌
論
の
中
に
は
明
ら
か
に
、
天
台
止
観
が
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
芭
蕉
そ
の
他
、
く
わ

し
く
こ
れ
を
論
証
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
天
台
の
止
観
が
日
本
人
の
文
学
理
念
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
ま
た
、
文
学
の
域
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
自
己
の
心
を
含
め
て
、
対
象
を
観
ず
る
日
本
人
の
心
情
に
、

天
台
止
観
が
関
係
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
問
題
は
、
広
く
深
く
論
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
本
日
の
私
の
話
題
の
本
筋
は
、
こ
の
こ
と
を

措
い
て
、
こ
の
頃
私
が
関
心
を
注
い
で
い
る
日
本
天
台
の
「
論
義
」
に
関
し
て
、
少
し
く
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

論
義
と
い
う
の
は
、
た
だ
今
で
は
一
種
の
儀
礼
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
叡
山
で
は
四
年
に
一
度
の
広
学
竪
義
が
今
な
お
行

な
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
五
月
の
日
吉
大
社
社
前
に
お
け
る
法
華
八
講
、
六
月
の
浄
土
院
に
お
け
る
伝
教
大
師
御
命
日
の
法
要
等
に
於

て
、
論
義
は
続
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
論
義
に
は
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
『
台
宗
二
百
題
』
と
か
、
『
百
題
』
が

用
い
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
、
叡
山
の
論
義
の
伝
統
を
受
け
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
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思
い
ま
す
。
日
本
の
、
叡
山
の
論
義
も
そ
の
系
譜
に
つ
な
が
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
８

さ
て
こ
の
論
義
は
中
国
に
も
伝
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
「
梁
高
僧
伝
』
や
「
唐
高
僧
伝
』
の
記
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
際
に

行
な
わ
れ
て
い
た
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
チ
等
ヘ
ッ
ト
で
は
、
現
在
も
な
お
僧
侶
が
こ
れ
を
行
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

日
本
に
は
早
く
か
ら
こ
れ
が
入
り
、
七
世
紀
の
飛
鳥
時
代
に
宮
廷
に
於
て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
『
日
本
書
紀
』
は
伝
え
て
お
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
溌
蛎
で
あ
っ
て
、
実
際
の
論
理
究
明
に
は
ま
だ
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
以
来
、
奈
良
時
代
に
も
僧
侶
の
身
分
資
格

取
得
上
の
条
件
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
私
は
未
だ
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
叡
山
に
限
っ
て
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
平
安
の
初
期
、
最
澄
の
弟
子
あ
た
り
か
ら
で
す
が
、
仏
教
教
理
究
明
の
方
法
と
し
て
意
味

を
持
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
御
承
知
の
よ
う
に
日
本
天
台
は
、
四
宗
融
合
と
申
し
ま
し
て
、
円
密
禅
戒
と
い
う
多
面
性
を
持
っ
て

お
り
ま
す
が
、
そ
の
中
で
円
教
、
つ
ま
り
中
国
天
台
の
流
れ
を
受
け
た
天
台
学
研
讃
の
場
合
に
、
‐
こ
の
論
義
が
学
習
・
研
究
の
中
心
に
あ

っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
中
国
天
台
に
あ
っ
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
私
に
は
未
だ
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

ど
う
も
こ
れ
は
、
日
本
天
台
の
特
色
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
論
義
に
は
、
論
題
が
そ
れ
ぞ
れ
設
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
論
題
が
、
い
つ
の
頃
ど
の
よ
う
な
経
緯
を
経
て
設
定
さ
れ

て
い
っ
た
か
、
そ
の
辺
の
事
情
も
ま
だ
明
ら
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
平
安
初
期
に
最
澄
の
弟
子
あ
た
り
に
始
ま
り
、
平
安
中
期
の
良
源
・

千
観
の
頃
に
至
っ
て
、
基
本
的
な
諭
義
の
論
題
は
で
き
あ
が
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
千
側
に
は
『
十
六
義
科
』
と
い
う
害
も
あ
り
ま
す
し
、

そ
の
頃
ま
で
は
十
六
乃
至
二
十
二
の
義
科
、
す
な
わ
ち
諭
義
の
課
題
が
定
着
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
こ
の
義
科
と
は
、
日
本
天
台
学
研

究
の
為
の
共
通
の
課
題
で
す
が
、
そ
れ
に
添
っ
て
実
際
の
論
義
が
行
な
わ
れ
、
ま
た
論
文
も
作
ら
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
良
源
は
、
こ
の
義

科
の
上
に
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
、
更
に
九
十
余
題
を
作
っ
た
と
伝
え
て
お
り
ま
す
が
、
た
だ
今
は
、
基
本
的
な
義
科
に
話
を
し
ぼ
っ
て

科
の
上
に
、
こ
れ
を
発
展
さ
“

申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

十
六
義
科
あ
る
い
は
そ
れ
に
六
義
科
を
加
え
て
の
二
十
二
義
科
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
十
二
因
縁
義
」
・
「
十



こ
れ
ら
現
在
の
私
記
の
中
で
、
そ
の
二
三
に
つ
い
て
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
千
観
の
『
十
二
因
縁
義
私
記
』
で
す
が
、

こ
の
千
観
は
さ
き
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
通
り
、
一
般
に
浄
土
教
の
人
と
し
て
知
ら
れ
、
箕
面
に
隠
栖
し
た
人
で
す
が
、
こ
の
人
の
『
十

二
因
縁
義
私
記
』
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
そ
の
冒
頭
に
「
法
華
玄
義
第
二
に
依
っ
て
此
の
問
答
を
作
る
」
と
記
さ
れ
て
あ
り

ま
し
て
、
『
法
華
玄
義
』
巻
二
に
天
台
大
師
智
顎
が
述
べ
て
い
る
内
容
に
添
っ
て
、
そ
れ
を
問
答
体
に
編
成
し
直
し
て
書
い
て
い
る
の
で
９

如
是
義
」
・
「
二
諦
義
」
・
「
五
味
義
」
・
「
三
周
義
」
・
「
即
身
成
仏
義
」
・
「
三
身
義
」
・
「
六
即
義
」
・
「
四
種
三
昧
義
」
等
々
で
あ
り

ま
す
が
、
天
台
学
の
問
題
を
中
心
に
し
た
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
は
日
本
天
台
の
問
題
と
し
て
の
「
即
身
成
仏
義
」
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
叡
山
浄
土
教
の
問
題
と
し
て
は
、
「
九
品
往
生
義
」
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
論
題
に
つ
い
て
は
、
学
匠
の
間
に
「
私
記
」
と
称
す
る
論
文
に
当
る
も
の
が
作
ら
れ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
こ
の
私
記
を
、
目
録

類
で
ざ
っ
と
調
べ
て
み
ま
す
と
、
最
澄
の
弟
子
円
仁
に
は
五
種
類
ほ
ど
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
円
仁
の
場
合
、
私
記
と
称
す
る
も
の
は

こ
の
他
に
、
密
教
関
係
の
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
除
い
て
義
科
に
関
す
る
も
の
は
以
上
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
次
に
五
大
院

安
然
に
は
九
、
良
源
に
は
十
、
多
武
峯
に
隠
栖
し
た
増
賀
に
も
二
種
類
あ
り
ま
す
。
ま
た
一
般
に
は
浄
土
教
の
人
と
し
て
知
ら
れ
る
千
観

に
は
十
四
ほ
ど
数
え
ら
れ
ま
す
。
恵
心
院
源
信
に
は
十
六
あ
り
ま
す
。
源
信
と
同
時
代
の
檀
那
院
覚
運
に
九
、
源
信
の
弟
子
覚
超
に
は
九
、

そ
の
弟
子
の
寛
印
に
も
二
種
類
あ
り
ま
す
。

以
上
、
ざ
っ
と
数
え
あ
げ
ま
し
た
も
の
は
、
平
安
中
期
ま
で
の
も
の
で
す
が
、
こ
の
最
も
日
本
天
台
の
学
問
が
高
潮
に
達
し
た
の
頃
の

も
の
は
、
今
あ
げ
た
学
匠
以
外
の
も
の
を
合
わ
せ
る
と
、
約
八
十
種
ほ
ど
数
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
際
に
は
こ
れ
以
上
あ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
中
で
現
存
し
て
い
る
も
の
は
、
約
二
十
種
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
結
局
は
四
分
の
一
ぼ
ど
残
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
私
達
は
、
｝
」
れ
ら
を
全
部
簡
単
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
中
で
活
字
に
な
っ
て
い
る
の
は

十
種
に
満
た
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
あ
と
は
寺
院
の
蔵
の
中
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
坂
本
西
教
寺
の
正
教
蔵
の
も

の
な
ど
で
あ
り
ま
す
。



あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
筋
道
と
し
て
『
法
華
玄
義
』
に
依
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
『
玄
義
』
を
そ
の
ま
ま
に
踏
襲
し
て
い
る
の
で

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
智
顎
の
説
明
よ
り
一
歩
出
て
、
智
韻
が
問
題
に
し
た
点
に
つ
い
て
、
千
観
が
独
自
に
克
明
に
論
を
展

開
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ま
こ
と
に
精
級
な
、
諄
々
と
進
め
ら
れ
た
所
論
な
の
で
す
。

こ
の
書
物
は
『
十
二
因
縁
義
私
記
』
で
す
か
ら
、
特
に
無
明
と
か
行
・
識
に
つ
い
て
は
非
常
に
精
密
に
、
問
答
体
を
以
て
論
を
展
開
し

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
千
観
の
自
問
自
答
の
よ
う
に
見
え
て
い
て
、
他
の
要
素
を
も
あ
わ
せ
持
っ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
問
い
の
出
し
方
に
は
、
千
観
の
考
え
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
当
時
の
人
々
の
論
争
や
論
説
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。
こ
の
点
は
千
観
の
こ
の
私
記
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
私
記
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
云
え
る
事
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

私
記
の
場
合
、
そ
の
所
論
の
設
定
は
ま
ず
中
国
の
仏
教
吉
に
依
り
、
そ
こ
か
ら
克
明
に
論
を
展
開
し
て
、
そ
の
独
自
性
に
ま
で
進
ん
で

ゆ
く
、
千
観
の
「
十
二
因
縁
義
私
記
』
も
、
そ
の
無
明
・
行
・
識
に
つ
い
て
の
論
は
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
う
い

う
点
を
見
ま
す
と
、
日
本
人
の
仏
教
の
受
け
と
め
方
の
特
徴
が
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
日
本
人
の
受
け
と
め
方
は
受
け
身
で

す
。
そ
れ
は
、
日
本
仏
教
と
い
う
も
の
に
通
ず
る
ひ
と
っ
の
特
色
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
事
を
特
に
思
い
ま
す
の
は
、
つ
い
先
日
、
野
上
俊
静
先
生
他
共
著
の
『
仏
教
史
概
説
中
国
篇
』
の
第
九
章
を
拝
見
い
た
し

ま
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
華
厳
宗
に
つ
い
て
の
叙
述
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
に
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
華
厳
宗
は
天
台
宗
と
共
に
、
中

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

国
仏
教
教
義
思
想
理
解
の
た
め
の
通
路
と
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
イ
ン
ド
の
仏
教
哲
学
を
超
克
し
た
中
国
独
自
の
思
想
体
系
で
あ

る
。
」
（
圏
点
筆
者
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
今
更
の
如
く
驚
い
た
の
で
あ
り
ま
し
た
。

中
国
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
た
と
い
結
果
的
に
せ
よ
、
イ
ン
ド
の
仏
教
を
超

克
し
た
と
云
わ
れ
る
な
ら
、
で
は
日
本
仏
教
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
私
は
考
え
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
に
は
日
本
仏
教
の
人

灸
は
、
よ
り
受
け
身
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
決
し
て
中
国
仏
教
を
越
え
よ
う
と
い
う
よ
う
な
事
は
な
い
。
ま
し
て
イ
ン
ド
は

灸
は
、
よ
り
受
け
身
で
あ
っ
た
、

釈
尊
の
聖
地
で
ご
ざ
い
ま
し
た
◇

10



中
国
仏
教
を
尊
重
し
た
日
本
人
は
、
「
唐
決
」
と
申
し
ま
し
て
、
平
安
の
初
期
か
ら
ず
っ
と
後
ま
で
、
仏
教
学
上
の
難
問
に
逢
着
し
た

場
合
に
は
、
中
国
に
質
問
状
を
呈
し
、
そ
の
決
択
を
待
つ
と
い
う
事
が
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
よ
く
云
わ
れ
る
よ
う
に
日
本
人

に
は
独
創
性
が
な
く
、
中
国
の
文
化
を
映
す
月
光
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
一
概
に
そ
う
は
云
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。
い
わ
ゆ
る
論
義
の
害
で
あ
る
私
記
を
見
て
ゆ
く
と
き
に
、
そ
の
態
度
は
受
け
身
で
あ
り
謙
虚
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
克

明
に
研
讃
を
重
ね
て
、
日
本
人
独
自
の
所
論
を
精
級
に
展
開
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
仏
教
の
先
覚
者
と
し
て
、
受
け
身
の
姿

勢
か
ら
仏
教
学
を
展
開
し
て
い
っ
た
人
々
の
こ
と
を
、
そ
の
人
々
の
残
し
た
書
物
を
、
決
し
て
等
閑
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
私
は
思
う
の

で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
に
強
調
し
て
申
し
上
げ
た
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

さ
て
、
千
観
の
他
に
も
、
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
記
を
書
い
た
人
々
は
沢
山
お
ら
れ
ま
す
が
、
源
信
に
は
『
三
周
義

私
記
』
が
あ
り
ま
す
。
三
周
は
『
法
華
経
』
の
法
譽
因
の
三
周
で
す
が
、
『
法
華
経
』
で
は
三
度
説
法
を
繰
り
返
し
て
、
次
第
に
人
々
に

授
記
を
与
え
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
い
て
、
す
な
わ
を
作
仏
の
問
題
を
取
り
扱
う
の
が
、
義
科
の
「
三
周
義
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て

の
源
信
の
『
私
記
』
を
見
ま
す
と
、
源
信
の
時
代
に
、
叡
山
の
学
僧
達
が
如
何
に
作
仏
に
つ
い
て
論
じ
合
っ
て
い
た
か
が
窺
え
ま
す
。
そ

れ
は
、
問
答
の
設
定
に
お
け
る
問
い
の
中
に
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
『
法
華
経
」
に
於
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
仏
に
成
る
と
云
っ
て
如
来
は
授
記
を
与
え
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
れ

て
は
そ
の
仏
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
仏
で
あ
る
の
か
。
天
台
大
師
智
顔
は
『
法
華
文
句
』
の
中
に
、
初
住
八
相
の
仏
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。
『
法
華
経
』
は
円
頓
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
智
顎
自
ら
も
円
頓
止
観
と
い
う
事

を
云
わ
れ
る
の
な
ら
、
初
住
八
相
の
仏
と
い
う
の
は
理
に
合
わ
な
い
。
『
法
華
経
」
の
円
頓
の
教
を
聞
い
た
な
ら
、
そ
れ
は
初
住
八
相
の

仏
で
は
な
く
て
、
最
初
か
ら
妙
覚
の
仏
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
事
を
叡
山
の
中
で
は
、
源
信
周
辺
の
人
々
が
問
題
に
し
て
い

た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
三
周
義
私
記
』
の
中
で
源
信
は
、
そ
れ
に
対
す
る
返
答
に
相
当
苦
心
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
が
一
方
、
源
信
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
宋
の
四
明
知
礼
に
質
問
を
致
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
唐
決
」
で
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あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
『
四
明
尊
者
教
行
録
』
巻
四
に
採
録
さ
れ
て
い
る
「
答
日
本
国
師
二
十
七
問
」
の
第
一
間
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
源
信
は
、
「
近
代
の
疑
う
者
言
わ
く
」
と
し
て
、
そ
れ
は
源
信
周
辺
の
、
恐
ら
く
は
若
い
学
徒
を
指
す
の
で
あ
り

ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
疑
問
を
持
つ
者
達
が
、
法
華
三
周
の
授
記
に
よ
る
作
仏
は
、
初
住
八
相
の
仏
な
の
か
妙
覚
の
仏
な
の
か
、
も
し
妙
覚

と
い
う
な
ら
、
智
顔
が
『
法
華
文
句
』
の
中
で
「
初
住
八
相
仏
」
と
い
っ
て
い
る
の
に
反
す
る
し
、
も
し
初
住
仏
と
い
う
な
ら
、
円
頓
速

疾
を
建
て
前
と
す
る
「
法
華
経
』
に
矛
盾
す
る
。
ま
し
て
無
数
劫
を
経
て
究
寛
す
る
に
至
っ
て
は
、
と
云
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て

は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
か
と
、
知
礼
に
返
答
を
求
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
す
る
知
礼
の
答
は
、
大
体
『
法
華
文
句
』
に
記
す
と

こ
ろ
に
よ
っ
て
い
ま
す
が
、
三
周
授
記
は
八
相
応
身
の
記
で
あ
る
。
こ
の
八
相
は
法
身
に
つ
い
て
云
え
ば
、
始
め
の
初
住
分
よ
り
こ
れ
を

顕
わ
し
て
い
る
が
、
妙
覚
究
寛
の
法
身
を
究
寛
す
る
に
は
、
衆
生
利
益
の
道
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
授
記
は
必
ず
し
も
初
住
と

は
限
ら
な
い
。
舎
利
弗
の
よ
う
な
上
根
は
、
は
じ
め
か
ら
妙
覚
に
超
入
す
る
。
こ
れ
は
『
文
句
記
』
に
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
多

く
初
住
と
い
う
の
は
、
そ
の
始
め
の
段
階
の
者
を
さ
し
て
い
る
、
と
云
う
の
で
あ
り
ま
す
。
知
礼
の
こ
の
答
え
を
見
る
と
き
、
私
は
、
平

安
初
期
以
来
、
叡
山
の
学
僧
が
論
じ
て
き
た
こ
と
を
思
い
返
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
と
え
ば
安
慧
の
『
悪
嚥
弁
惑
章
』
を
見
ま
す
と
、
「
即
身
成
仏
」
の
義
に
関
す
る
法
相
宗
の
学
者
と
の
対
論
の
中
で
、
法
相
側
が
、

円
教
の
法
華
を
聞
く
者
は
即
身
成
仏
す
る
と
い
う
な
ら
、
ど
う
し
て
舎
利
弗
に
対
す
る
授
記
が
無
量
劫
を
過
ぎ
て
成
仏
す
る
も
の
で
あ
る

の
か
、
と
云
う
の
に
対
し
て
安
慧
は
、
理
と
事
と
に
於
て
説
き
、
理
の
上
か
ら
す
れ
ば
一
切
は
真
如
な
ら
ざ
る
な
く
、
三
千
の
性
相
も
三

諦
も
具
足
し
て
即
身
成
仏
す
る
と
云
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
事
に
約
せ
ば
、
声
聞
が
事
成
る
と
き
に
初
住
八
相
の
記
が
授
け
ら
れ
る
が
、

こ
の
声
聞
は
多
量
多
数
劫
を
経
て
成
仏
す
る
と
し
て
、
そ
の
文
証
に
「
文
句
記
』
を
引
き
、
さ
き
に
知
礼
の
源
信
に
対
す
る
答
え
と
し
て

申
し
上
げ
ま
し
た
こ
と
と
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
事
を
述
べ
て
お
り
ま
す
。
安
言
の
即
身
成
仏
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
最
澄
が
徳
一
と
の
論

争
に
於
て
展
開
し
た
所
論
を
受
け
つ
ぐ
も
の
で
す
が
、
安
慧
は
理
と
し
て
の
即
身
成
仏
は
認
め
て
も
、
事
と
し
て
の
成
仏
は
劫
数
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
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と
こ
ろ
が
、
事
と
し
て
も
即
身
成
仏
を
認
め
る
意
見
が
現
わ
れ
て
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
安
然
の
『
即
身
成
仏
義
私
記
』
に
記
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
六
即
義
に
つ
い
て
、
名
字
即
の
位
に
於
て
、
即
身
成
仏
義
を
立
て
る
の
で
あ
り
ま
す
。
中
国
天

台
で
は
六
即
の
次
第
を
経
て
、
究
寛
即
に
至
っ
て
究
寛
妙
覚
の
仏
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
日
本
天
台
に
於
て
は
こ
の
よ
う
な
事
を
申
す
よ

う
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
見
て
ま
い
り
ま
す
と
、
源
信
が
知
礼
に
問
い
を
発
し
た
そ
れ
以
前
に
、
知
礼
の
答
え
に
等
し
い
も
の
は

既
に
日
本
天
台
の
中
に
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
、
注
目
す
今
へ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
う
し
た
論
義
の
義
科
に
対
す
る
私
記
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
頃
の
中
国
仏
教
の
様
子
を
見
ま
す
と
、
あ
た
か
も
唐
の
初
め
の
会

昌
の
破
仏
以
後
、
中
国
仏
教
が
一
時
沈
滞
し
た
頃
に
該
当
い
た
し
ま
す
。
そ
の
頃
、
そ
の
空
白
の
時
を
埋
め
る
か
の
よ
う
に
、
日
本
天
台

に
は
「
私
記
の
時
代
」
と
も
い
う
べ
き
現
象
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
し
て
平
安
中
期
の
源
信
の
頃
ま
で
に
、
精
級
な
し
か
も
日

本
独
自
の
展
開
を
遂
げ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
の
時
代
は
、
別
の
方
面
か
ら
見
ま
す
な
ら
ば
、
日
本
文
化
に
於
て
は
貞
観
の
仏
像
が
現
わ
れ
て
、
や
が
て
藤
原
期
の
仏
像
彫
刻
に
展

開
し
て
ゆ
く
、
丁
度
、
日
本
の
文
化
が
国
風
化
し
て
い
っ
た
時
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
時
を
同
じ
う
し
て
～
日
本
天
台
に
於
て
も
ま
た
、

そ
の
学
問
が
興
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
日
本
天
台
の
学
問
に
つ
い
て
、
少
し
つ
け
加
え
た
い
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
千
観
の
『
八
制
』
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。

『
八
制
』
は
仏
教
修
行
者
に
対
す
る
八
箇
条
の
誠
め
で
す
が
、
そ
の
中
に
、
「
往
生
極
楽
の
他
は
、
長
く
世
俗
の
怖
望
を
絶
つ
。
へ
し
」
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
一
般
に
浄
土
教
の
人
と
い
わ
れ
る
千
観
ら
し
い
誠
め
で
す
が
、
そ
れ
に
続
い
て
、
「
修
学
の
事
に
於
て

は
、
そ
の
器
に
非
ず
と
錐
も
、
態
懲
を
致
し
て
必
ず
成
就
せ
よ
」
と
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
仏
教
の
学
問
は
、
そ
の
器
で
な
く
と
も

感
惣
丁
重
に
つ
と
め
て
、
こ
れ
を
な
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
、
仏
教
の
学
問
を
仏
教
修
行
の
方
法
と
し
て
重
く
考
え
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。
単
な
る
学
者
の
学
問
と
し
て
な
ら
、
「
そ
の
器
に
非
ず
と
雌
も
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
云
わ
な
い
で
あ
り
ま
し
よ

う
。
千
観
に
お
け
る
仏
教
の
学
問
の
意
味
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
『
八
制
』
の
最
後
に
千
観
は
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「
も
し
こ
の
八
誠
に
順
わ
ぱ
、
当
に
浄
土
の
人
と
知
る
べ
し
」
と
云
っ
て
お
り
ま
す
が
、
仏
教
の
学
問
が
浄
土
往
生
の
因
で
あ
る
と
把
握

し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
仏
教
に
お
け
る
学
問
と
信
仰
の
問
題
は
、
源
信
に
も
ま
た
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
源
信

は
千
観
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
源
信
に
は
御
承
知
の
よ
う
に
、
尼
大
な
る
仏
教
の
研
究
書
が

残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
か
ら
申
し
あ
げ
て
お
り
ま
す
義
科
の
私
記
に
致
し
ま
し
て
も
、
十
六
種
ほ
ど
数
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
し
て
因
明
に
通
暁
し
て
い
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
源
信
に
「
往
生
要
集
』
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
む
し

ろ
源
信
と
い
う
と
き
に
は
『
往
生
要
集
』
の
方
が
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
仏
教
学
者
源
信
に
と
っ
て
、
『
往
生
要
集
』

は
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
は
千
槻
の
『
八
制
』
に
示
す
と
こ
ろ
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
源
信
自
身
は
そ
の
著
『
一
乗
要
決
』
の
末
尾
に
、
「
我
れ
今
一
乗
教
を
信
解
す
、
願
わ
く
は
無
量
寿
仏
の
み
前
に
生
れ
、
仏
知
見
を

示
悟
開
入
し
、
一
切
衆
生
も
亦
復
た
然
ら
ん
こ
と
を
」
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

平
安
時
代
の
人
☆
の
学
問
と
救
済
の
問
題
が
、
そ
こ
に
は
自
づ
と
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
一
方
、
学
問
に
徹
す
る
こ
と
を
勧
め
た
人

も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
良
源
で
あ
り
ま
す
。
良
源
は
源
信
の
師
で
あ
り
、
千
観
と
は
同
世
代
の
人
で
す
が
、
良
源
は
遺
言
の
中
に
、
自
分

の
亡
き
後
に
は
論
義
の
他
に
何
の
善
も
為
す
尋
へ
き
で
は
な
い
。
論
義
と
い
う
も
の
は
煩
悩
を
断
ち
、
智
慧
を
起
こ
す
も
の
で
あ
る
、
と
誠

め
て
お
り
ま
す
。
良
源
は
広
学
竪
義
を
起
こ
し
て
学
問
を
勧
め
た
人
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
遺
言
が
あ
っ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
ま
す
が
、

こ
こ
に
は
仏
教
の
学
問
の
徹
底
が
見
ら
れ
ま
す
。

さ
て
、
日
本
天
台
に
お
け
る
論
義
義
科
の
私
記
に
つ
い
て
、
さ
き
ほ
ど
来
、
申
し
上
げ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
「
私
記
」
と
い
う
こ
と

で
、
ご
く
最
近
気
付
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
唯
識
学
者
で
お
ら
れ
る
結
城
令
聞
先
生
が
、
「
日
本
の
唯
識
研
究
史
上
に
お
け

る
私
記
時
代
の
設
定
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
二
三
’
二
、
昭
和
五
○
年
）
。
こ

の
論
文
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
の
唯
識
、
す
な
わ
ち
法
相
宗
の
中
に
於
て
、
平
安
時
代
の
「
私
記
」
と
い
う
も
の
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
日
本
の
法
相
宗
に
は
古
く
は
法
相
六
祖
と
か
、
あ
る
い
は
護
命
と
か
、
善
珠
と
か
の
大
学
者
が
い
る
が
、
そ
の
後
平
安
時
代
に
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は
学
問
は
衰
退
し
、
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
復
興
し
た
、
と
い
う
の
が
、
大
方
の
学
界
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
決
し
て
そ
う
で

は
な
い
。
「
私
記
の
時
代
」
と
い
う
べ
き
時
代
を
設
定
す
尋
へ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
人
々
は
克
明
に
研
究
を
続
け
て
お
り
、
そ
れ
が
一

つ
の
土
台
と
な
っ
て
、
鎌
倉
時
代
に
唯
識
が
ま
た
盛
ん
に
な
っ
、
た
の
で
あ
る
、
と
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
と
似
た
こ
と
が
、
日
本
天
台
の
上
に
も
云
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私
の
調
べ
た
範
囲
で
は
、

こ
の
私
記
と
い
う
も
の
は
、
日
本
唯
識
よ
り
は
日
本
天
台
の
方
に
遙
か
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
天
台
は
私
記
の
時
代

を
経
て
、
平
安
中
期
頃
か
ら
、
数
多
く
の
論
義
の
題
を
生
じ
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
論
題
に
つ
い
て
は
、
口
伝
法
門
の
害
に
は
良
源
は
九

十
余
題
を
定
め
た
と
記
し
て
い
ま
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
『
百
題
』
と
い
う
書
物
が
作
ら
れ
て
お
り
ま
す
し
、
南
北
朝
時
代
に
は
『
宗
要
柏

原
案
立
』
と
い
う
も
の
に
九
十
余
題
を
あ
げ
、
こ
れ
は
良
源
の
定
め
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
他
、
諸
々
の
書
が
あ

り
、
そ
の
数
も
内
容
も
多
岐
に
わ
た
り
、
五
百
題
に
も
及
ん
だ
と
云
わ
れ
、
徳
川
時
代
に
な
る
と
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
『
台
宗
二
百
題
』

な
る
も
の
が
作
ら
れ
、
そ
れ
は
現
在
も
依
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
話
を
前
に
戻
し
ま
し
て
、
私
記
の
時
代
か
ら
一
足
飛
び
で
す
が
、
平
安
末
期
の
日
本
天
台
の
一
様
相
と
も
い
う
べ
き
点
に
つ
い

て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
平
安
末
期
の
日
本
天
台
は
と
も
す
る
と
、
口
伝
法
門
の
時
代
で
あ
り
、
叡
山
そ
の
も
の
と
共
に
教
学
も

ま
た
堕
落
し
て
い
た
時
代
と
云
わ
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
簡
単
に
結
論
を
出
す
こ
と
は
い
か
が
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま

す
。
平
安
末
期
に
現
わ
れ
た
『
三
十
四
箇
事
書
』
と
い
う
書
物
が
ご
ざ
い
ま
す
。
内
容
は
三
十
四
の
論
題
か
ら
成
っ
て
お
り
ま
す
が
、
何

れ
も
論
義
か
ら
の
展
開
で
あ
り
、
恵
心
流
の
学
派
の
説
を
伝
え
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
学
系
に
は
平
安
後
期
を
代
表
す
る
学

者
の
忠
尋
と
い
う
人
も
あ
り
、
こ
の
聿
昌
は
平
安
末
期
の
日
本
天
台
の
思
想
を
窺
う
恰
好
の
害
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
聿
冒
物
を
見
て

ま
い
り
ま
す
と
、
日
本
天
台
の
教
理
は
、
行
き
着
く
所
ま
で
行
き
着
い
た
と
い
う
感
を
深
く
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

た
と
え
ば
六
即
義
の
問
題
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
理
に
於
て
は
理
即
仏
と
し
て
の
成
仏
を
立
て
、
事
に
於
て
は
名
字
即
に
於
け
る
即
身

成
仏
を
強
調
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
、
安
慧
や
安
然
の
ゆ
き
方
を
受
け
つ
ぐ
も
の
で
す
が
、

可Fー
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と
く
に
安
然
の
影
響
が
濃
厚
に
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
名
字
即
に
於
て
如
来
の
教
え
を
聞
く
時
に
、
即
時
に
成
仏
す
る
の
で
あ
る

と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
『
三
十
四
箇
事
書
』
で
は
、
「
世
間
相
常
住
」
と
い
う
事
を
し
き
り
に
申
し
ま
す
。
こ
の
世
間
相
常
住
も
、

安
然
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
『
三
十
四
箇
事
書
』
は
そ
れ
継
承
し
て
、
更
に
こ
れ
を
押
し
進
め
、
理
に
対
す
る
事
と
し
て
の
世

間
の
こ
と
が
ら
を
そ
の
ま
ま
に
肯
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ま
ま
に
肯
定
す
る
と
申
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
は
日
本
天
台
に

お
け
る
過
去
の
仏
教
教
理
研
究
と
変
遷
と
い
う
、
い
く
つ
も
の
段
階
を
経
て
、
現
前
の
諸
法
を
、
松
も
竹
も
現
前
の
諸
法
を
そ
の
あ
り
の

ま
ま
に
そ
の
ま
ま
に
観
る
、
す
尋
へ
て
を
真
如
そ
の
も
の
と
し
て
観
じ
て
ゆ
く
姿
勢
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

こ
こ
ま
で
行
き
着
い
た
日
本
天
台
は
、
も
は
や
そ
こ
に
は
往
相
、
つ
ま
り
修
行
の
道
が
と
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
と

き
、
日
本
の
仏
教
は
ど
こ
か
に
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鴬
の
よ
う
に
自
己
の
実
存
を
厳
し
く
見
詰
め
る
人
は
、
求
道
の
道
を
そ

こ
か
ら
捜
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
道
元
の
場
合
も
、
そ
の
少
年
の
日
に
「
本
来
本
法
性
と
い
う
な
ら
ば
、
諸
仏
は
何
に
よ

っ
て
修
行
を
し
給
う
た
の
か
」
と
問
う
た
と
云
い
ま
す
が
、
ま
こ
と
に
頭
悩
明
噺
な
少
年
ら
し
い
質
問
が
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
少
年
の
質
問
に
対
し
て
は
、
誰
も
答
え
て
は
く
れ
な
か
っ
た
と
云
い
ま
す
が
、
し
か
し
十
四
歳
の
少
年
に
向
か
っ
て
は
、
長
い

歴
史
を
経
て
培
わ
れ
て
き
た
思
想
の
経
緯
を
、
説
明
す
る
こ
と
は
、
無
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

行
き
着
く
所
ま
で
行
き
着
い
て
、
往
相
の
道
を
失
っ
た
と
見
ら
れ
る
日
本
天
台
は
、
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
方
に
よ
っ
て
、
道
が
開
か
れ
ま

し
た
。
し
か
し
な
が
ら
鎌
倉
仏
教
は
、
日
本
天
台
と
の
断
絶
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
天
台
よ
り
受
け
つ
ぐ
も
の
を
受

け
つ
ぎ
な
が
ら
、
往
相
の
道
を
把
握
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
鎌
倉
仏
教
の
祖
師
方
の
書
物
を
つ
ぶ
さ
に
拝
見
す
れ
ば
、
自
ら
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
道
元
の
場

合
を
例
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
修
と
か
性
と
か
の
問
題
に
し
ま
し
て
も
、
一
つ
の
方
向
性
を
明
示
し
な
が
ら
、
そ
の
体
質
に
は
日
本
天
台

の
考
え
方
を
留
め
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
道
元
の
少
年
の
頃
の
疑
問
の
解
決
の
結
果
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
『
弁
道
話
』

な
り
、
「
普
勵
坐
禅
儀
』
な
り
を
拝
見
い
た
し
ま
し
て
も
、
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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話
は
大
変
に
乱
雑
に
わ
た
っ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
研
究
の
対
象
を
日
本
天
台
に
定
め
た
い
き
さ
つ
な
ど
か
ら
申
し
あ
げ
、
ま

た
こ
の
日
頃
、
日
本
天
台
に
於
て
考
え
て
お
り
ま
し
た
事
を
申
し
上
げ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
雑
駁
な
話
を
お
聞
き
と
り
下
さ
い
ま
し

（
本
稿
は
、
本
年
一
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
大
谷
大
学
仏
教
学
会
主
催
、
白
土
わ
か
教
授
退
任
記
念
講
演
の
筆
録
を
先
生
に
加
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も

の
で
主
め
る
・
）

て
あ
ｈ
／
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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