
玄
英
訳
『
分
別
縁
起
初
勝
法
門
経
」
（
大
正
巻
十
六
、
八
三
七
’

八
四
四
）
、
お
よ
び
、
こ
の
異
訳
で
あ
る
達
磨
笈
多
訳
『
縁
生
初
勝

分
法
本
経
』
（
大
正
巻
十
六
、
八
三
○
’
八
三
七
）
は
漢
訳
と
し
て
の

①

み
現
存
し
、
『
成
唯
識
論
』
に
五
箇
所
言
及
さ
れ
る
以
外
に
、
イ

ン
ド
佛
教
史
上
に
登
場
し
た
形
跡
は
、
現
時
点
で
は
報
告
さ
れ
て

『
分
別
縁
起
初
勝
法
門
経
国
三
必
』

ｌ
経
量
部
世
親
の
縁
起
説
Ｉ

四三二一

戸

資
〔3〕〔2〕〔1〕料

篇

問
題
の
所
在

世
親
の
『
縁
起
経
釈
食
酎
辱
）
』

『
阿
毘
達
磨
集
論
倉
ｅ
』
の
縁
起
説

ま
と
め

』
『
扇
の
「
十
二
支
縁
起
説
」
和
訳

崔
弓
α
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
回
収

】
由
碧
琶
に
お
け
る
崔
冒
ら
の
引
用
例

い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
経
典
が
、
「
縁
起
の
解
釈
に
つ
い
て
も

②

新
た
な
展
開
を
示
し
、
唯
識
思
想
史
か
ら
も
注
目
す
べ
き
」
も
の

で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
も
考
察
す
る

よ
う
に
、
イ
ン
ド
佛
教
に
お
い
て
重
要
な
経
典
の
一
つ
で
あ
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
従
来
そ
の
性
格
の
十
分
に
明
ら

松
田

和

信
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『
成
業
論
（
因
巴
』
に
お
い
て
、
世
親
は
「
思
に
よ
っ
て
心
相

続
が
車
習
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に
功
能
の
差
別
が
生
じ
、
そ
の
功
能

③

・
種
子
の
転
変
す
る
差
別
か
ら
当
果
を
生
起
す
る
」
と
い
う
経
量

部
説
に
立
場
を
置
き
、
業
果
の
問
題
を
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
の

細
部
に
つ
い
て
は
経
量
部
内
部
で
も
種
々
に
見
解
が
分
か
れ
、
世

親
は
そ
の
種
々
の
説
を
、
滅
尽
定
有
心
無
心
説
に
か
ん
す
る
議
論

を
通
し
て
、
世
親
自
身
の
所
属
す
る
経
量
部
の
一
派
の
考
え
方
へ

か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
の
経
典
に
つ
い
て
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
語
訳

に
伝
わ
る
世
親
造
『
縁
起
経
釈
（
閑
尋
）
』
に
お
け
る
引
用
あ
る

い
は
言
及
に
基
づ
い
て
、
そ
の
イ
ン
ド
佛
教
史
上
に
お
け
る
よ
り

確
か
な
位
置
付
け
を
試
み
る
と
と
も
に
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
十

二
支
縁
起
解
釈
に
つ
い
て
、
世
親
の
思
想
的
変
遷
（
『
倶
舎
論
』
に
お

い
て
経
量
部
へ
傾
斜
し
た
後
、
「
成
業
論
』
に
お
い
て
そ
の
立
場
を
鮮
明

に
し
、
さ
ら
に
峨
伽
行
派
へ
と
推
移
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
）
の
上
で

若
干
の
考
察
を
加
え
る
。
な
お
「
資
料
篇
」
と
し
て
、
こ
の
経

典
の
中
心
部
分
の
玄
英
訳
よ
り
の
和
訳
、
お
よ
び
こ
の
経
典
の

、
の
ご
》
民
望
尋
に
お
け
る
引
用
例
の
抜
き
書
き
を
両
漢
訳
相
当

部
分
と
と
も
に
掲
げ
、
漢
訳
と
し
て
の
み
現
存
す
る
こ
の
経
典
の

原
典
形
態
を
考
察
す
る
一
助
と
し
た
い
。

一
問
題
の
所
在

と
導
い
て
い
る
。
つ
ま
り
世
親
は
、
滅
尽
定
に
お
い
て
も
減
す
る

こ
と
な
く
、
浬
藥
に
至
る
ま
で
連
続
し
て
ゆ
く
異
熟
識
（
ａ
凰
冨
‐

且
副
ｇ
）
Ⅱ
ア
ー
ラ
ャ
識
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
異
熟
識
の
中
に
、

当
果
を
生
じ
る
た
め
の
種
子
（
且
色
）
が
保
持
さ
れ
る
と
考
え
る
の

④

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
世
親
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

〔
問
〕
で
は
（
滅
尽
定
に
お
い
て
も
）
心
を
有
す
る
こ
と
を

ど
の
よ
う
に
し
て
認
め
う
る
の
か
。
〔
答
〕
あ
る
経
量
部
の

人
の
認
め
て
い
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
〔
問
〕
あ
る
経
量

部
の
人
は
ど
の
よ
う
に
認
め
る
の
か
。
〔
答
〕
一
切
の
種
子

の
あ
る
異
熟
識
（
ａ
目
冨
‐
且
目
巨
騨
日
の
目
畠
‐
且
騨
冨
目
）
は
結

生
（
頁
四
房
隣
目
。
宮
）
よ
り
始
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
（
茜
ロ
日
凹
昌
）

に
お
い
て
間
断
な
く
（
日
３
口
３
３
日
）
、
種
を
な
る
異
熟
因
に

よ
っ
て
種
を
な
る
も
の
と
な
り
、
浬
藥
に
至
る
ま
で
連
続
し

続
け
る
も
の
で
あ
る
（
の
で
、
そ
の
人
は
）
そ
の
（
滅
尽
定

の
）
時
に
死
な
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
状
態
は

「
心
を
有
す
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
．
…
：
以
下
省
略
。

右
の
引
用
中
の
「
あ
る
経
量
部
の
人
、
云
々
」
と
い
う
一
句
に

対
し
て
、
ス
マ
テ
ィ
シ
ー
ラ
は
次
の
よ
う
に
極
め
て
注
目
す
べ
き

⑤

注
釈
を
施
し
て
い
る
。

「
あ
る
経
量
部
の
人
の
認
め
て
い
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
』

と
は
、
（
あ
る
経
量
部
の
人
が
認
め
て
い
る
如
く
）
同
様
に
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（
滅
尽
定
に
お
い
て
も
）
心
を
有
す
る
と
認
め
る
、
と
文
章

を
補
う
。
そ
し
て
こ
の
（
文
章
）
に
よ
っ
て
、
ア
ー
チ
ャ
ー

ル
ャ
（
Ⅱ
世
親
）
の
考
え
て
お
ら
れ
る
主
張
が
示
さ
れ
た
の

、
、
、
、

｜
で
あ
る
。
『
あ
る
（
経
量
部
の
人
）
』
と
は
、
『
分
別
（
縁
起
）

、
、
、
、
、

初
勝
法
門
（
経
）
』
を
考
察
す
る
人
々
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
こ
で
ス
マ
テ
ィ
シ
ー
ラ
は
、
「
あ
る
経
量
部
の
人
」
の
考
え

方
が
世
親
自
身
の
主
張
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
示
し
た
後
で
、
そ

の
経
量
部
が
所
依
と
し
て
い
る
『
分
別
縁
起
初
勝
法
門
経
』
と
い

う
一
経
典
を
掲
げ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
で
は
こ
の
ス
マ
テ

ィ
シ
ー
ラ
の
注
釈
（
周
吻
旬
）
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
に
お
い
て
ロ
ミ
、
○
萱

き
ぐ
員
も
Ｓ
ミ
ミ
＆
ミ
ｓ
Ｓ
、
ざ
鳶
ａ
ｅ
ｓ
萱
。
き
め
野
鼠
書
含
亀
量
電
＆
葛
の

と
訳
さ
れ
、
器
睡
忌
‐
鼠
狩
菖
‐
ｅ
鄙
言
彊
‐
§
ｓ
、
曽
邑
も
ミ
菖
冒
と
で
も

還
元
し
う
る
経
典
は
、
い
か
な
る
内
容
を
持
ち
、
そ
の
経
名
の
意

味
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
そ
の
漢
訳
に
基
づ
き
少
し
述
べ

て
お
く
。
ま
ず
こ
の
経
典
の
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
縁
起
の

十
二
支
分
の
中
で
、
何
故
「
無
明
」
が
最
初
に
説
か
れ
る
の
か
と

い
う
比
丘
の
質
問
に
対
し
て
、
世
尊
が
「
無
明
」
つ
ま
り
「
初
め

の
も
の
（
員
芒
に
は
十
一
項
目
よ
り
な
る
「
殊
勝
点
（
ミ
静
冨
）
」

が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
殊
勝
点
を
順
次
「
分
別

⑥

（
ミ
ミ
舟
曇
）
」
し
て
ゆ
く
と
い
う
形
で
本
経
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
十
二
支
「
縁
起
」
の
中
の
「
初
め
の
も
の
（
無
明
）
」
の

殊
勝
点
Ⅱ
「
初
勝
含
畠
‐
三
鳶
へ
一
）
」
を
「
分
別
（
ご
ミ
身
倉
）
」
す
る
と

い
う
こ
と
が
こ
の
経
名
（
玄
葵
訳
）
の
意
味
で
あ
り
、
達
磨
笈
多
訳

⑦

の
経
名
も
こ
れ
に
準
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
山

⑧

口
益
博
士
も
こ
の
蜀
吻
目
の
一
語
が
、
世
親
の
所
属
す
る
経
量
部

の
あ
る
一
派
の
名
称
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
重
大
な
関
心

を
示
さ
れ
た
が
、
博
士
は
こ
の
奇
妙
な
語
が
こ
の
経
典
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
と
は
読
み
込
ん
で
お
ら
れ
な
い
た
め
に
、
こ
の
語

⑨

の
重
要
性
を
指
摘
す
る
に
止
ま
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
こ
こ
で
ス
マ
テ
ィ
シ
ー
ラ
は
何
の
脈
絡
も
な
く
こ
の
よ
う

な
経
名
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
十
分

な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
第
二
節
で
述
べ
る
が
、
世
親
に

は
『
縁
起
経
釈
（
刷
尋
）
』
と
い
う
著
作
が
あ
り
（
チ
ベ
ッ
ト
語
訳

の
み
現
存
）
、
そ
の
中
で
こ
の
経
典
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
経
典
に
説
か
れ
る
縁
起
説
は
、
こ
れ
も

後
で
述
べ
る
が
、
種
子
説
と
異
熟
識
説
と
に
よ
っ
て
理
論
づ
け
さ

れ
て
お
り
、
肉
い
の
こ
の
一
節
と
大
き
く
か
か
わ
り
合
う
の
で
あ⑩

る
。
、
習
昏
に
お
け
る
こ
の
経
典
の
引
用
あ
る
い
は
言
及
か
ら
は
、

こ
の
経
典
の
経
名
は
、
還
元
し
た
形
で
提
示
す
る
と
、
堂
登
‐

ｅ
詠
鴎
ａ
Ｉ
ｅ
尋
琴
画
ｍ
ｓ
Ｉ
匂
爵
雪
国
少
」
Ｊ
℃
器
堅
ミ
ー
己
詠
鴎
Ｓ
Ｉ
Ｇ
尋
琴
割
叱
ｓ
ｌ
ａ
署
急
喜
ご
ａ
‐

曹
連
ご
ｓ
と
も
、
あ
る
い
は
単
に
器
浬
登
‐
鼠
笥
鼠
‐
己
忌
言
噌
と
も

題
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
器
聖
忌
‐
ご
詠
嚥
鼠
‐
ｅ
さ
言
駕
‐
ぃ
ミ
ミ
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『
成
唯
識
論
述
記
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
世
親
に
は
『
縁
起
論
』

あ
る
い
は
『
十
二
因
縁
論
』
な
る
著
作
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

⑪が
、
実
際
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
中
に
は
、
世
親
の
『
縁
起
経
釈

（
閑
尋
）
』
な
る
論
害
が
徳
慧
の
複
注
（
例
尋
旦
と
共
に
収
め
ら

⑫

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
分
量
で
い
う
と
、
『
摂
大

乗
諭
世
親
釈
』
に
匹
敵
す
る
程
の
か
な
り
大
部
な
も
の
で
あ
り
、

⑬

そ
の
約
十
分
の
一
程
度
の
梵
文
断
片
が
公
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
、
切
尋
に
よ
っ
て
注
釈
さ
れ
る
『
縁
起
経
』
と
は
、
漢

訳
『
雑
阿
含
経
』
第
二
九
八
経
（
大
正
巻
二
、
八
五
ａ
ｂ
）
、
お
よ
び

こ
れ
の
単
訳
経
典
で
あ
る
玄
奨
訳
『
縁
起
経
』
一
巻
（
大
正
巻
二
、

五
四
七
ｂ
’
八
ａ
）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
梵
文
原
典
も
『
雑

阿
含
』
所
収
の
も
の
に
つ
い
て
は
中
央
ア
ジ
ア
で
、
単
訳
の
も
の

（
淫
『
扇
）
と
い
う
名
称
を
便
宜
上
用
い
る
。

以
上
の
如
く
民
吻
自
の
た
だ
一
つ
の
語
句
を
通
し
て
、
我
々
の

視
野
に
は
槌
ヨ
針
な
る
一
経
典
が
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
が
、
で
は
こ
の
槌
ご
燭
は
世
親
の
思
想
的
変
遷
の
上
で
、
い

か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
こ
と
を
解

明
す
る
た
め
に
、
我
々
は
、
世
親
自
身
の
著
作
に
言
及
さ
れ
る

淫
ヨ
厨
の
引
用
例
を
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
世
親
の
「
縁
起
経
釈
魚
由
尋
）
」

⑭

は
イ
ン
ド
で
発
見
さ
れ
校
訂
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
チ
等
ヘ

ッ
ト
語
訳
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
原
題
は
汁
、
雲
、
ミ
ミ
さ
農
ミ
ミ
Ⅱ

⑮

、
詞
言
登
‐
ｅ
琴
言
習
Ｉ
ミ
ミ
風
＆
‐
の
曽
冒
（
、
い
』
冨
爵
）
で
あ
る
が
、
こ

の
場
合
の
昌
字
と
ｅ
ご
冨
駕
の
意
味
は
堅
弓
気
吻
の
経
名
と
は
異

な
り
、
画
忌
と
は
十
二
支
縁
起
の
総
論
含
量
風
亀
）
を
指
し
、
ど
き
Ⅱ

⑯

訂
糧
と
は
そ
れ
の
各
論
（
薑
貫
風
倉
）
を
指
す
。
従
っ
て
こ
の
経
名

の
意
味
は
『
縁
起
の
総
論
と
各
論
と
を
説
く
経
典
』
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
、
国
曾
の
論
名
は
チ
↑
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
に
よ
る
と
器
、
§
Ⅱ

罰
ご
昌
雪
尋
震
ざ
ミ
ミ
デ
ご
忌
言
増
‐
畠
員
風
ｓ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は

梵
文
断
片
中
に
見
い
出
さ
れ
る
論
名
、
ミ
ミ
急
畠
ミ
ミ
葛
§
‐
ミ
Ⅱ

画
ざ
旨
（
、
碧
智
）
に
従
う
こ
と
に
し
た
い
。

さ
て
、
、
曽
昏
に
お
い
て
、
世
親
は
、
、
煙
弓
酎
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
し
て
い
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
そ
の
最
も
注
意
す
べ

き
箇
所
は
第
三
「
識
支
」
の
解
釈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
吻
煙
弓
夕
飼

に
お
け
る
「
『
行
を
縁
と
し
て
識
あ
り
』
と
い
う
場
合
の
識
と
は

⑰

何
か
。
六
識
身
で
あ
る
。
」
と
い
う
経
文
に
対
す
る
世
親
の
解
釈

は
、
そ
の
中
の
「
六
識
身
」
と
い
う
語
が
、
実
は
ア
ー
ラ
ャ
識
Ⅱ

異
熟
識
を
密
意
（
煙
ｇ
君
圖
冨
）
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の

ア
ー
ラ
ャ
識
の
存
在
論
証
に
そ
の
大
部
分
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
驚
く
籍
へ
き
こ
と
に
、
そ
の
論
証
は
民
吻
に
お
け

る
異
熟
識
説
導
入
の
所
述
と
共
通
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
部
分
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の
肉
、
の
所
述
の
ほ
と
ん
ど
が
、
望
昏
中
に
．
〈
ラ
レ
ル
な
形
で

見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
吻
尋
の
説
明
は
閃
い
の

所
述
を
含
ん
で
、
さ
ら
に
詳
細
で
あ
る
。
こ
の
、
望
昏
の
ア
ー
ラ

⑱

ャ
識
説
に
つ
い
て
は
、
別
な
機
会
に
詳
細
を
発
表
し
た
い
が
、
こ

の
ア
ー
ラ
ャ
識
説
は
琉
伽
行
派
の
諸
文
献
に
現
わ
れ
る
ア
ー
ラ
ャ

識
説
と
は
異
な
り
、
肉
ｍ
の
異
熟
識
説
と
同
様
、
八
識
説
は
述
、
へ

ら
れ
ず
、
経
量
部
的
色
彩
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
怪
ヨ
由
は
こ
の
識
支
の
解
釈

の
中
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
存
在
論
証
の
末
尾
に
次
の
よ
う
に
言
及
さ

⑲

れ
る
。

『
分
別
（
縁
起
）
初
勝
法
門
（
経
）
」
の
中
に
も
、
『
行
を
縁

と
し
て
識
あ
り
。
』
と
い
う
場
合
の
こ
の
（
識
）
が
こ
れ
（
ア

ー
ラ
ャ
識
Ⅱ
異
熟
識
）
に
外
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
。

『
験
伽
師
地
（
論
）
』
と
『
解
深
密
（
経
こ
の
中
に
も
、
そ

れ
ぞ
れ
の
句
で
説
か
れ
て
い
る
。
大
徳
化
地
部
の
ア
ビ
ダ
ル

マ
の
法
門
の
中
に
も
こ
れ
と
同
じ
も
の
が
説
か
れ
て
い
る
。

⑳

以
上
の
よ
う
に
、
理
証
と
経
典
お
よ
び
論
書
と
を
通
し
て
ア

ー
ラ
ャ
識
（
の
存
在
）
が
証
明
さ
れ
た
。

⑳

こ
の
中
で
世
親
は
』
ヨ
由
と
並
列
的
に
『
琉
伽
師
地
論
』
と

『
解
深
密
経
』
の
名
称
を
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
の
尋

が
大
乗
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
い
。
こ
れ
は
丙
切
に
お
け
る
『
解
深
密
経
』
の
引
用
に
対
し
て
、

山
口
博
士
が
「
世
親
は
解
深
密
経
を
、
彼
の
論
題
の
解
明
の
為
に

も
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
聖
教
量
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で

は
な
い
。
」
と
す
る
ラ
モ
ー
ト
博
士
の
説
を
考
慮
す
る
の
と
軌
を

⑫

一
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
、
曾
智
の
立
場
は
、
民
の
と
全
く

同
じ
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
、
の
辱
の
「
識
支
」
の
解
釈
を
通
し
て

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
晴
射
辱
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を

占
め
る
の
は
右
の
引
用
中
最
初
に
言
及
さ
れ
た
槌
ヨ
耐
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
、
曾
守
に
お
い
て
、
延
弓
ヨ
由
は
こ
の
部
分
以

引

外
に
五
箇
所
で
引
用
さ
れ
（
本
稿
末
尾
の
資
料
篇
２
参
照
）
、
そ
の
ほ

厄

か
な
お
一
箇
所
で
言
及
さ
れ
る
（
次
に
述
へ
る
）
が
、
そ
れ
に
よ
っ

て
知
り
え
る
の
は
、
世
親
は
、
殉
当
昏
に
お
い
て
、
の
煙
ご
園
を

注
釈
し
な
が
ら
も
、
そ
の
十
二
支
縁
起
解
釈
は
次
に
引
用
す
る
よ

⑳

う
に
ま
っ
た
く
崔
ヨ
肉
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
の
怪
ご
臼
を
援
用
し
て
の
世
親
の
十
二
支
縁
起
解
釈

は
、
、
望
昏
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
る
（
な
お
こ
の
部

分
は
説
一
切
有
部
の
十
二
支
縁
起
解
釈
に
対
す
る
反
論
の
形
で
述
べ
ら
れ

⑳
る
）
。

こ
の
十
二
支
（
縁
起
）
の
説
明
に
よ
っ
て
、
要
約
す
れ
ば
、

何
が
説
か
れ
る
の
か
。
『
分
別
（
縁
起
）
初
勝
法
門
（
経
）
』

に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
如
く
の
こ
と
が
要
約
し
て
説
か
れ
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業
を
そ
れ
（
愛
を
縁
と
す
る
取
）
に
よ
っ
て
「
有
」
と
な
す

あ
る
。
⑤
そ
の
（
愛
を
縁
と
す
る
取
）
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う

受
の
種
子
）
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
生
じ
た
「
受
」
を
縁
と
す

時
に
、
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
引
か
れ
た
も

の
は
何
か
。
識
の
中
で
成
長
す
る
そ
れ
（
名
色
ｌ
受
）
の
種

⑳

子
、
そ
れ
が
そ
の
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
㈱
（
そ
の
引
か

引
か
れ
る
の
か
。
後
有
の
「
名
色

「
行
」
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
②
ど
の
よ
う
に
引
か
れ
る
の
か
。

識
の
中
に
習
気
が
顯
習
さ
れ
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
③
何
が

る
寺
へ
美
ご
で
↑
め
る
○

れ
た
も
の
は
）
何
に
よ
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
の
か
。
上
述

そ
の
時
の
苦
悩
は
何
か
と
い
う
そ
れ
ら
の
こ
と
が

縁
起
説
に
よ
っ
て
）
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
に
生
じ
、
⑥
そ
の
生
じ
る
こ

に
生
じ
る
の
か
。
識
（

る
「
冠
《
」

か
れ
、
ま
た
そ
の
引
か
れ
た
も
の
は
、
仙
何
に
よ
っ
て
、
⑤

で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
所
応
の
ま
ま
に
、
順
次
に
、
ま
た
同

の
如
く
の
順
序
に
従
っ
て
、
先
に
引
か
れ
た
も
の
（
名
色
Ｉ

⑩
何
に
よ
っ
て
引
か
れ
る
の
か
。
「
無
明
」
を
縁
と
す
る

I つ
ま
り
、
の
何
に
よ
っ
て
、
⑨
ど
の
よ
う
に
、
⑧
何
が
引

そ
の
（
愛
）
を
縁
と
す
る
「
取
」
に
よ
っ
て
で

識
の
中
に
習
気
と
し
一

や
、
Ｊ

、
六
処
。
触
・
受
」
と
，
刀

こ
は
何
で
あ
り
、
⑦

し
こ
と
が
（
十
二
支

Ｌ
安
住
す
る
（
そ
の
）

あ
る
の
で
あ
り
、
取
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る

⑳

習
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
識
の
中
に
は
多
種
の
業
の
習
気
が

こ
と
か
ら
で
あ
る

死
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
愛
し
い
若
さ
と
命
が
壊
れ
る
が
故

に
。

「
無
明
」
を
縁
と
す
る
「
行
」
に
よ
っ
て
引
か
れ
、
「
愛
」

を
縁
と
す
る
「
取
」
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う

に
し
て
明
瞭
に
な
る
の
か
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
（
四
）
諦
を

見
る
時
に
は
、
後
有
を
引
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
聖
な

る
諦
に
対
す
る
明
知
（
ぐ
菖
乱
）
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
雛
食
し
た
阿
羅
漢
に
は
先
に
引
か
れ
た
も
の
は
あ
る
け
れ

ど
も
後
有
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

⑳

以
上
の
意
味
を
包
括
す
る
た
め
の
五
偶
。

〔
第
一
偶
〕
何
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
、
何
が
引
か
れ
、

そ
の
〔
引
か
れ
た
も
の
を
〕
生
ぜ
し
め
、
そ
の
時
の
苦
悩
は

何
か
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
十
二
の
支
分
を
も
っ
て
説
か
れ
る
。

⑦
そ
の
（
生
じ
る
こ
と
が
）
あ
る
時
の
苦
悩
は
何
か
。
「
老

生
ぜ
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
「
有
」
と

も
の
で
あ
る
名
色
等
の
、
未
来
に
お
け
る
「
生
」
で
あ
る
。

言
わ
れ
る
。
⑥
そ
の
生
じ
る
こ
と
は
何
か
。
そ
の
引
か
れ
た

（
が
故
に
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
、
第
二
に
後
有
を

。
な
ぜ
な
ら
、
種
々
な
る
行
に
よ
っ
て
軍
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〔
第
二
偶
〕
仙
二
（
無
明
・
行
）
に
よ
っ
て
、
③
一
支
（
識
）

に
よ
っ
て
、
③
四
種
（
名
色
ｌ
受
）
に
よ
っ
て
、
④
二
（
愛

・
取
）
に
よ
っ
て
、
⑥
一
（
有
）
に
よ
っ
て
、
⑥
一
（
生
）

、
、
、
、
、

に
よ
っ
て
、
⑦
一
（
老
死
）
に
よ
っ
て
、
七
つ
の
意
味
を
説

い
た
の
で
あ
る
。

〔
第
三
偶
〕
④
（
四
）
諦
を
如
実
に
知
ら
な
い
が
故
に
、
業

に
よ
っ
て
、
③
心
に
窯
習
さ
れ
る
が
故
に
、
③
四
支
が
順
次

に
引
か
れ
、
そ
の
種
子
が
成
長
す
る
が
故
に
、

〔
第
四
偶
〕
仙
受
に
よ
っ
て
生
じ
た
愛
よ
り
取
が
生
じ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
引
か
れ
た
如
く
に
生
じ
、
⑤
そ
の
窯
習
さ
れ

た
業
が
現
前
し
、

〔
第
五
偶
〕
伺
生
ぜ
し
め
ら
れ
る
の
は
「
生
」
で
あ
り
、
⑦

そ
の
時
の
老
死
は
苦
悩
で
あ
る
。
な
ん
と
な
ら
ば
、
（
四
三
諦

を
見
れ
ば
、
引
か
れ
る
こ
と
な
く
、
愛
を
離
れ
れ
ば
、
（
後

有
が
）
生
じ
る
こ
と
な
し
。

右
の
引
用
中
、
傍
線
で
示
し
た
部
分
は
、
「
中
辺
分
別
論
』
安

⑱

慧
釈
の
所
述
と
完
全
に
一
致
す
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
中
辺

⑳

分
別
論
』
第
一
章
第
十
一
偶
後
半
句
中
の
「
七
種
の
雑
染
」
に
対

す
る
第
二
の
解
釈
に
あ
た
る
部
分
で
、
「
ま
た
七
種
の
因
の
説
明

に
よ
っ
て
、
引
く
こ
と
（
騨
駕
層
）
と
生
じ
る
こ
と
（
幽
冒
旨
目
算
ｇ

と
を
相
と
す
る
二
種
の
縁
起
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
云
々
・
」
と

い
う
語
で
始
ま
る
が
、
こ
れ
は
、
安
慧
が
雨
飼
尋
を
知
っ
て
い
た

こ
と
の
一
つ
の
証
拠
で
あ
り
、
安
慧
は
こ
の
、
ｍ
辱
の
文
章
を

⑳

そ
の
ま
ま
自
分
の
注
釈
中
に
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
世
親
は
、
縁
起
の
十
二
支
分
を
「
七
つ
の
意

味
」
に
区
分
し
、
識
中
に
薫
習
さ
れ
た
後
有
の
種
子
が
当
果
を
生

じ
る
様
態
を
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
無
明
か
ら
受
に
至
る
七

支
を
通
し
て
、
後
有
で
あ
る
名
色
・
六
処
・
触
・
受
の
種
子
が
識

の
中
に
窯
習
さ
れ
る
こ
と
を
説
き
（
以
上
は
七
つ
の
意
味
中
、
第
一
’

三
の
項
）
、
愛
か
ら
生
に
至
る
四
支
を
通
し
て
、
そ
の
名
色
等
の

後
有
が
現
成
す
る
こ
と
を
説
き
（
以
上
、
第
四
’
六
の
項
）
、
そ
の
結

果
と
し
て
苦
悩
が
あ
る
こ
と
を
老
死
の
支
分
に
よ
っ
て
説
く
（
第

七
項
）
。
そ
し
て
こ
の
世
親
の
十
二
支
縁
起
解
釈
は
、
右
の
引
用

の
最
初
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
崖
「
扇
の
縁
起
説
に
基
づ
い
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
』
『
『
ぬ
の
内
容
は
、
第
一
節
で
示
し
た
よ

う
に
無
明
の
十
一
種
の
殊
勝
点
を
説
く
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
の
中

で
、
第
四
「
等
起
殊
勝
」
が
煙
く
扇
の
中
核
を
形
成
し
、
そ
こ

で
こ
の
経
典
独
自
の
十
二
支
縁
起
説
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
縁
起

説
は
「
能
引
所
引
」
お
よ
び
「
能
生
所
生
」
の
二
種
の
縁
起
に
分

け
ら
れ
、
前
者
に
よ
っ
て
種
子
を
薫
習
す
る
こ
と
が
、
後
者
に
よ

っ
て
そ
の
種
子
よ
り
後
有
を
現
成
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
そ
の

Ｊ

具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の
資
料
篇
１
に
譲
る
が
、

に
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以
上
、
腿
「
「
い
の
十
二
支
縁
起
解
釈
、
お
よ
び
そ
れ
を
「
七
つ

の
意
味
」
に
分
割
し
て
整
理
す
る
、
曾
守
で
の
世
親
の
解
釈
を

述
曇
へ
て
き
た
が
、
こ
の
縁
起
説
は
有
部
所
伝
の
い
わ
ゆ
る
「
三
世

両
重
の
因
果
」
と
は
明
ら
か
に
異
な
り
、
『
成
唯
識
論
』
第
八
巻

に
代
表
さ
れ
る
「
二
世
一
重
の
因
果
」
と
非
常
に
近
い
関
係
に
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
一
世
一
重
説
」
が
明
言
さ
れ
る
の

は
、
恐
ら
く
は
、
『
阿
毘
達
磨
集
論
倉
ｇ
』
お
よ
び
そ
れ
に
対
す

⑪

る
注
釈
（
魁
切
望
）
が
最
初
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
崖
の
で
は
、
十
二

支
縁
起
の
支
分
の
要
約
と
し
て
、
十
二
支
を
能
引
・
所
引
・
能
生

・
所
生
の
四
つ
に
分
類
す
る
が
、
こ
の
分
類
は
前
述
の
煙
ご
必
の

分
類
と
同
じ
で
あ
り
、
『
成
唯
識
論
』
も
そ
の
一
部
を
変
更
し
て

受
け
つ
い
で
い
る
。
怪
物
で
は
そ
の
分
類
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
堅
の
恩
の
解
釈
は
、
、
尋
の
解
釈
と
多

く
の
共
通
点
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
和
訳
す
れ
ば
以

⑫

下
の
如
く
で
あ
る
。

こ
の
二
種
の
縁
起
説
を
、
世
親
は
、
吻
尋
お
い
て
七
項
目
に
区
分

し
て
取
り
上
げ
、
自
ら
の
十
二
支
縁
起
解
釈
の
根
拠
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
右
の
引
用
は
世
親
に
よ
る
煙
く
く
い
の
縁

起
説
の
要
約
と
で
も
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

三
「
阿
毘
達
磨
集
諭
ｓ
ｅ
』
の
縁
起
説

無
明
等
に
分
割
さ
れ
る
十
二
の
支
分
を
さ
ら
に
ま
と
め
れ

ば
、
能
引
の
支
分
等
の
四
支
分
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
だ
け

が
流
転
（
分
）
の
説
明
と
し
て
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
因

の
時
に
仙
何
に
よ
っ
て
引
か
れ
〔
能
引
〕
、
②
何
が
引
か
れ

〔
所
引
〕
、
果
の
時
に
、
⑧
何
に
よ
っ
て
生
じ
〔
能
生
〕
、
帥
何

が
生
じ
る
の
か
〔
所
生
〕
、
と
い
う
こ
れ
ら
（
四
）
支
分
に
よ

っ
て
、
そ
の
す
べ
て
が
説
明
さ
れ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
中
、
⑩
『
能
引
の
支
分
は
無
明
と
行
と
識
と
で
あ

る
。
』
未
来
の
生
を
生
ぜ
ん
が
た
め
に
、
（
四
）
謡
に
対
す
る⑬

無
知
に
先
行
さ
れ
る
業
に
よ
っ
て
心
が
重
習
さ
れ
る
が
故
に
。

②
『
所
引
の
支
分
は
名
色
と
六
処
と
触
と
受
と
で
あ
る
。
』

そ
の
心
が
頭
曹
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
名
色
等
が
未
来
に

前
後
に
所
依
と
な
る
順
序
で
生
ず
る
た
め
に
、
（
名
色
等
の
）

種
子
が
成
長
す
る
が
故
に
。

③
『
能
生
の
支
分
は
愛
と
取
と
有
と
で
あ
る
。
』
欲
（
界
）

等
の
愛
（
景
箇
）
を
い
ま
だ
断
じ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

欲
（
界
）
等
に
お
い
て
、
妙
行
と
悪
行
と
い
う
あ
り
方
に
対

す
る
愛
楽
（
恩
威
）
に
先
行
さ
れ
る
欲
負
（
。
盲
目
四
‐
乱
盟
）
に

よ
っ
て
、
取
を
有
す
る
識
が
あ
る
時
に
（
の
。
圃
尉
目
。
且
副
月

轆
自
）
、
命
終
の
状
態
に
お
い
て
、
果
を
与
え
ん
が
た
め
に
、

⑭

欲
貧
に
随
順
す
る
い
ず
れ
か
の
業
の
習
気
が
現
前
す
る
が
故

イワ
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に
。

㈹
『
所
生
の
支
分
は
生
と
老
死
と
で
あ
る
。
』
そ
の
よ
う

⑮

な
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
異
っ
た
業
の
習
気
が
現
前
す
る
時
、

（
六
）
趣
（
四
）
生
等
の
区
分
に
分
け
ら
れ
た
い
ず
れ
か
の

衆
同
分
中
に
、
引
か
れ
た
ま
ま
に
名
色
等
が
生
じ
る
が
故
に
。

こ
の
崔
吻
お
よ
び
担
い
国
の
十
二
支
縁
起
解
釈
は
』
「
「
の
と

同
様
に
、
十
二
支
分
を
能
引
等
の
四
項
目
に
分
割
し
た
上
で
、
「
能

引
所
引
（
無
明
ｌ
受
）
」
に
よ
っ
て
後
有
の
存
在
で
あ
る
名
色
等
の

種
子
が
識
に
窯
習
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
因
」
の
あ
り
方
を
説

明
し
、
「
能
生
所
生
（
愛
ｌ
老
死
）
」
に
よ
っ
て
そ
の
種
子
よ
り
後

有
が
現
成
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
果
」
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
縁
起
説
を
世
親
は
、
ｍ
尋
に
お
い
て
、
さ
ら

に
七
項
目
に
分
割
し
て
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

縁
起
説
は
、
今
述
令
へ
た
よ
う
に
有
部
の
三
世
に
わ
た
る
十
二
支
解

釈
と
は
異
り
、
あ
る
一
つ
の
生
存
に
お
い
て
作
し
た
業
（
行
）
が
心

相
続
に
種
子
と
し
て
重
習
さ
れ
、
そ
れ
が
次
の
生
存
に
お
い
て
果

と
し
て
生
じ
る
と
い
う
、
本
稿
の
最
初
に
述
雫
へ
た
瞬
吻
の
異
熟
識

説
と
共
通
の
内
容
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
』
ヨ
ら
の
縁
起
説
は
琉
伽
行
派
の
文
献
に
現
わ
れ
る

縁
起
説
と
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
方

に
お
い
て
槌
「
『
い
で
は
「
四
諦
十
六
行
相
」
に
よ
っ
て
無
明
の

内
切
の
異
熟
識
説
に
対
す
る
民
切
目
の
た
だ
一
つ
の
語
句
を
出

発
点
と
し
て
、
煙
司
『
の
お
よ
び
そ
れ
を
援
用
し
て
十
二
支
縁
起
説

⑯

対
治
を
説
明
し
、
ま
た
言
冨
言
‐
量
蔚
一
畠
‐
曹
ミ
ご
畠
》
曽
雷
言
‐

の
§
ミ
ミ
ミ
急
‐
菖
鼠
§
富
ｓ
‐
の
ミ
ミ
と
い
っ
た
先
行
す
る
阿
含
経
典

⑰

を
引
く
な
ど
、
説
一
切
有
部
の
影
響
も
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
経
典
は
大
乗
の
も
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
経
量
部
の
も
の
、
つ
ま
り
小
乗
経
典
と
し
て

ｊ

分
類
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
資
料
篇
３
も
参
照
せ
よ
）
。
そ
し
て

て

こ
の
堅
「
『
い
が
、
ス
マ
テ
ィ
シ
ー
ラ
の
述
べ
る
よ
う
に
、
異
熟

識
説
を
立
て
た
経
量
部
の
一
派
、
つ
ま
り
そ
の
時
点
で
の
世
親
の

所
依
の
経
典
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
山
口
博
士
の

『
成
業
論
』
研
究
の
結
論
と
も
い
え
る
「
成
業
論
は
、
世
親
が
大

乗
教
と
し
て
の
琉
伽
唯
識
説
を
知
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
影
響
も
せ

ら
れ
な
が
ら
、
ま
だ
大
乗
教
へ
の
転
回
の
機
会
を
も
っ
て
い
な
か

⑱

っ
た
思
想
史
的
な
位
置
に
位
し
た
と
き
の
も
の
」
と
い
う
世
親
の

立
場
が
槌
「
『
の
自
身
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
言
い

う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
立
場
は
堅
弓
弓
吻
を
援

用
し
つ
つ
、
の
』
『
こ
め
を
解
釈
し
た
、
里
弩
の
思
想
的
立
場
で

も
あ
る
の
で
あ
る
。四

ま
と
め
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を
解
釈
す
る
、
吻
辱
の
所
説
を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
本
稿
で
の

考
察
を
通
し
て
知
り
得
た
こ
と
は
、
従
来
全
く
等
閑
に
附
さ
れ
て

き
た
隆
司
「
ぬ
が
、
大
乗
へ
推
移
す
る
直
前
に
あ
っ
た
世
親
の
属

す
る
経
量
部
の
一
派
の
所
依
の
経
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
援
用
す
る
、
吻
尋
も
同
様
の
立
場
の
著
作
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
で
は
睡
ヨ
ら
お
よ
び
、
曾
昏
の
一
部
を
紹
介
す
る
に
と

ど
め
た
が
、
世
親
の
思
想
的
変
遷
を
考
察
す
る
上
で
こ
の
両
者
は

今
後
と
も
詳
細
に
研
究
さ
れ
る
今
へ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿

が
今
後
の
研
究
に
対
し
て
序
論
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

略
号

（
怪
「
気
④
器
崔
登
‐
己
武
男
国
‐
ご
尋
琴
詞
叱
＆
‐
の
詞
雪
邑

（
堅
い
）
挺
守
量
包
寄
亀
ミ
ミ
ｓ
ｌ
の
ミ
ミ
藍
８
国
篁
邑

（
延
切
画
乞
睡
守
量
包
寄
邑
ミ
ミ
‐
旨
ミ
薫
Ｒ
ａ
登
皇
‐
ミ
ー
魯
廷
＆

（
国
（
ぬ
）
器
』
（
宮
費
葛
や
ａ
ｌ
凰
凰
凰
豈

（
吊
尉
切
目
）
器
堵
バ
ミ
、
量
ｓ
‐
亀
＆
畠
言
さ
静
詞

（
も
の
縫
弓
ｇ
扇
）
器
、
》
、
ミ
ョ
ご
畠
ミ
ミ
ー
巷
画
包
斡
急
‐
亀
ｇ
割
ぬ
急
‐
ミ
ミ
風
邑
‐

、
尋
量
、
ｓ

（
も
め
尋
）
、
畠
菖
冒
閨
ミ
ミ
菖
爵
‐
ご
旨
導
首

（
器
、
き
、
昌
司
雪
国
鼠
ご
曽
巷
割
馳
副
畠
‐
忌
惠
割
恥
＆
‐
鼠
鼠
風
亀
）

（
も
め
尋
月
）
鵜
、
ミ
ミ
畠
ミ
ミ
尋
量
員
‐
ご
員
專
員
‐
罰
訂

Ｌ
●
ｆ
、
で
、
申

（
器
、
黄
畠
勤
ご
亀
的
ｓ
ミ
ミ
、
画
副
斡
忌
！
こ
さ
琴
割
ぬ
畠
ｉ
昌
一
亀
鼠
畠
‐

《
『
寄
画
）

ｃ
鬮
琴
尋
）
鶚
弓
恩
§
菖
‐
ｇ
冒
富
Ｉ
ご
首
專
冒

註①
経
名
は
出
さ
な
い
が
、
『
述
記
』
に
お
い
て
『
縁
起
経
』
の
経
文

と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
『
分
別
縁
起
初
勝
法
門
経
」
を
指
す
こ
と
は
、

勝
又
俊
教
『
佛
教
に
お
け
る
心
識
説
の
研
究
』
（
山
喜
房
・
昭
鎚
）
七

九
’
八
一
頁
に
詳
し
い
。

②
桑
山
正
道
。
袴
谷
憲
昭
『
玄
葵
』
（
大
蔵
出
版
・
一
九
八
一
）
二
七
三

頁
。

③
山
口
益
『
世
親
の
成
業
論
』
（
法
蔵
館
・
昭
羽
）
二
一
、
四
二
、
一

五
九
頁
、
お
よ
び
同
「
成
業
論
の
原
典
に
対
す
る
一
疑
問
」
（
「
佛
教

学
セ
ミ
ナ
ー
』
訓
号
）
一
四
二
’
三
頁
。

④
テ
キ
ス
ト
は
山
口
前
掲
害
末
尾
二
○
’
一
頁
。
博
士
の
和
訳
は
同

書
一
九
○
’
一
頁
参
照
。

⑤
丙
の
凋
弔
．
＆
・
〕
ｚ
○
．
訊
圏
宮
》
ら
言
。
‐
『
』
山
口
博
士
の
和
訳
は

前
掲
書
一
九
二
頁
参
照
。

⑥
各
資
料
間
の
く
ぎ
自
彊
と
菖
昏
自
魑
の
混
用
は
、
本
稿
で
は

ぐ
号
園
盟
に
統
一
し
た
。

⑦
玄
英
訳
の
「
縁
起
」
、
笈
多
訳
の
「
縁
生
」
と
い
う
語
は
い
ず
れ

も
菅
、
ミ
ミ
景
亀
ミ
ミ
菖
昏
の
訳
に
相
違
な
い
が
、
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
語
訳

引
ｊ

資
料
（
資
料
篇
２
３
参
照
）
に
お
け
る
引
用
例
が
す
尋
へ
て
こ
の
語
を
欠

Ｋ
Ｅ

く
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
語
は
漢
訳
者
の
付
加
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

つ
く
》
。

③
こ
の
語
は
、
佐
藤
密
雄
『
大
乗
成
業
論
ｌ
佛
典
講
座
型
』
（
大
蔵
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出
版
・
昭
邑
二
○
七
頁
に
も
山
口
博
士
の
和
訳
の
ま
ま
の
形
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
語
は
』
風
月
中
で
あ
と
一
箇
所
言
及
さ
れ

る
（
山
口
前
掲
書
一
九
八
頁
参
照
）
。

⑨
山
口
前
掲
書
一
九
四
頁
、
註
⑧
参
照
。
博
士
は
、
§
魯
営
を

動
忌
で
は
な
く
鷺
員
首
言
亀
と
還
元
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
語
が

「
無
明
」
を
意
味
す
る
こ
と
、
お
よ
び
崔
冒
由
と
儲
由
崔
『
ご
い
の

経
名
の
不
思
議
な
一
致
（
本
稿
第
二
節
参
照
）
と
い
う
点
に
筆
者
は
関
心

を
引
か
れ
る
。
現
存
文
献
中
に
「
無
明
」
を
司
畠
と
言
い
替
え
た
用

例
を
確
認
で
き
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
な
お
拙
稿
「
憩
箇
。
尋
§
‐

ミ
ー
ミ
‐
こ
き
ミ
ョ
に
お
け
る
ア
ー
ラ
ャ
識
と
マ
ナ
ス
の
教
証
に
つ
い

て
」
（
『
印
佛
研
』
三
○
巻
二
号
、
一
六
○
’
一
頁
）
参
照
。

引

⑩
資
料
篇
２
参
照
。

ｆ

⑪
『
述
記
』
（
佛
教
大
系
本
）
第
一
巻
一
三
八
頁
、
第
四
巻
一
二
二
頁

参
照
。

⑫
、
望
寮
飼
且
・
》
ｚ
○
・
段
ｇ
｝
ｎ
百
ム
ー
目
⑫
”
』
ロ
ａ
・
ゞ
窓
場
も
宮
．

弓
ｒ
臼
騨
『
ゞ
も
め
辱
涜
同
呂
・
》
嵐
。
、
忠
君
ゞ
ら
旨
．
ご
Ｐ
“
ｌ
鵲
豐
。
》
チ

、
ヘ
ッ
ト
の
伝
承
で
は
、
防
辱
は
世
親
の
八
論
害
の
一
つ
に
数
え
ら

れ
る
（
袴
谷
憲
昭
「
珈
伽
行
派
の
文
献
」
講
座
大
乗
佛
教
㈹
ｌ
唯
識
思
想
’

六
九
頁
）
。

⑬
の
．
月
月
ｇ
』
《
↑
炉
再
紺
冒
①
昇
時
○
日
目
①
埠
胃
騨
箇
３
日
ロ
ｇ
且
②
‐

く
勧
丙
宮
司
具
く
易
巨
富
ロ
巳
昌
。
ご
目
ざ
号
冒
さ
員
旦
暮
、
配
ミ
ミ

欝
量
嘗
暫
ミ
ミ
（
こ
ぎ
）
弓
ふ
旨
ふ
圏
』
以
下
本
稿
で
引
用
し
た

部
分
は
こ
の
断
片
中
に
は
含
ま
れ
な
い
。

⑭
『
雑
阿
含
経
』
所
収
分
に
つ
い
て
は
、
。
、
岸
乞
騨
冨
》
蜀
昏
罫
ミ
ー

ュ
唖
屋
）
窪
惠
酎
錆
切
蔓
菫
患
勿
邑
園
乏
ミ
ヨ
亭
窪
の
ミ
ベ
逗
雲
ご
量
）
（
国
①
引
冒
〕
、
旨
い
②
ど
隅
）
や

局
下
霞
］
玄
葵
訳
『
縁
起
経
』
に
つ
い
て
は
、
ｚ
胃
普
啄
冒
》
讐
管
へ
‐

、思
罫
営
言
言
の
ヨ
ミ
．
（
冒
且
３
ｍ
』
ご
ｇ
）
の
第
二
部
（
弓
．
旨
ｌ
漣
）
に

ｚ
・
勺
．
。
ｇ
胃
騨
ぐ
胃
陣
の
出
版
（
悪
錆
一
ミ
萱
園
野
鼠
員
〆
〆
、
Ｚ
。
、
馬
ゞ

筆
者
未
見
）
に
基
づ
い
て
掲
載
。
な
お
配
員
騨
営
曽
ご
尋
§
恩
ミ
い
》

ｚ
ｏ
・
弓
ゞ
噌
皀
ご
山
后
に
も
同
様
に
掲
載
。
両
経
が
同
本
で
あ
る
こ

と
は
、
漢
訳
を
見
る
限
り
判
然
と
し
な
い
が
、
両
梵
文
テ
キ
ス
ト
を

比
較
す
る
と
明
瞭
で
あ
る
。
た
だ
し
前
者
は
『
雑
阿
含
経
』
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
関
係
上
、
序
分
等
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。
袴
谷
氏
の

指
摘
に
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
補
足
す
尋
へ
き
で
あ
る
（
前
掲
『
玄
奨
』
二

六
六
’
七
頁
）
。

⑮
同
８
・
』
ｚ
ｏ
ゐ
弓
・
冒
巨
．
畠
旨
』
ｌ
届
号
峰
・
］
・
弓
号
］
○
］
品
が
こ

の
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
テ
キ
ス
ト
を
出
版
し
て
い
る
。
《
《
シ
買
○
冒
印
ｃ
ｐ

ｚ
己
習
闘
３
日
ｊ
ぐ
口
匡
ゆ
ゞ
］
駒
護
国
包
萱
怠
艶
黛
畠
風
）
（
国
①
鳥
①
扁
誤
ら
ご
）

ｃ
ｃ
苗

毛
や
．
画
吟
、
’
四
陰
Ｐ

⑯
蜻
由
辱
皆
陰
》
（
以
下
本
稿
で
は
団
呂
・
》
の
頁
数
の
み
を
示
す
。
）

高
田
仁
覚
「
縁
起
の
初
分
に
関
す
る
世
親
と
徳
慧
の
解
釈
」
（
『
印
佛

研
』
七
巻
一
号
六
九
頁
）
参
照
。
高
田
博
士
の
こ
の
論
文
中
に
紹
介
さ

れ
る
（
七
五
頁
）
「
琉
伽
師
地
論
者
」
な
る
表
現
（
、
竺
曹
留
哩
』
費
冨
ミ

さ
旨
爵
ご
貝
冒
営
農
曹
冒
甑
鵜
曽
長
ミ
ミ
急
冨
一
量
言
）
は
、
向

井
亮
氏
の
聡
伽
行
派
の
学
派
名
の
考
察
（
『
三
蔵
』
一
五
三
号
）
に
一
つ

の
根
拠
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
高
田
博
士
に
は
闘
辱
の

無
明
の
解
釈
を
紹
介
す
る
論
文
も
あ
る
（
『
印
佛
研
』
↓
ハ
巻
一
号
所
収
）
。

高
田
博
士
の
こ
の
二
つ
の
論
文
、
お
よ
び
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
博
士
の

部
分
訳
（
目
の
、
言
（
）
“
§
ミ
雨
（
冨
埠
員
へ
琴
房
薑
ミ
の
》
園
①
己
旨
』
忌
引
』

層
．
お
‐
患
）
以
外
に
怜
明
尋
に
対
す
る
研
究
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。

⑰
、
胃
壱
鼻
旨
邑
・
皇
）
．
扇
宍
煕
屋
日
且
》
宅
罵
．

⑬
そ
の
概
略
に
つ
い
て
は
『
印
佛
研
』
証
巻
に
発
表
の
予
定
。
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⑲
詞
吻
尋
誤
豆
‐
。
．

⑳
も
め
辱
匂
に
よ
る
と
（
扇
曾
舎
‐
辱
）
、
「
経
典
」
と
は
「
滅
尽
定
に
入

っ
た
人
左
は
身
行
減
せ
ず
、
云
有
」
と
い
う
経
典
で
あ
り
、
「
諭
書
」

と
は
「
大
徳
化
地
部
の
法
門
」
を
指
す
。

⑳
こ
れ
以
外
に
も
「
無
明
」
の
解
釈
に
お
い
て
長
文
が
引
用
さ
れ
る

食
射
辱
口
唾
１
局
騨
岸
）
。
国
富
倖
秒
。
宮
ｑ
Ｐ
２
・
》
や
ｇ
吟
昌
ｌ
弔
邑
罰

電
．
届
〕
大
正
巻
三
○
、
三
二
二
ｂ
ｌ
Ｃ
に
相
当
す
る
部
分
。
た
だ
し

最
初
の
一
文
を
引
用
し
た
後
、
残
り
を
省
略
し
て
紹
介
し
て
い
る
。

⑳
山
口
前
掲
害
二
○
及
び
三
十
三
頁
。

⑳
つ
ま
り
、
雫
、
員
昼
邑
陶
ｓ
菫
農
尋
副
急
忌
‐
ミ
ミ
ミ
増
‐
駒
曽
昌
を
怪
島
‐

ご
爵
“
急
‐
豊
９
月
ｓ
‐
昌
胃
↑
で
解
釈
す
る
と
い
う
、
い
さ
さ
か
語
呂
合

わ
せ
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
両
経
の
経
名
の
不
思
議

な
関
係
は
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑳
怜
飼
辱
呂
騨
坐
‐
盛
．

⑮
こ
の
部
分
に
対
す
る
、
吻
辱
句
は
（
鵠
目
』
‐
“
）
、
「
成
長
す
る
後

有
の
名
色
と
六
処
と
触
と
受
と
の
種
子
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
ま
た
、
ア
ー
ラ
ャ
識
中
で
行
に
よ
っ
て
成
長
す
る
そ
れ
の
種
子

で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
縁
起
説
で
は
名

色
か
ら
受
の
み
が
、
成
長
す
る
ま
で
の
人
間
存
在
の
各
段
階
を
意
味

。

す
る
。
資
料
篇
２
の
引
用
例
⑩
（
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
語
訳
部
分
）
を
参
照
。

に

⑳
「
第
二
に
」
と
い
う
語
が
何
を
意
味
す
る
か
理
解
で
き
な
い
。
後

述
の
『
中
辺
分
別
論
』
安
慧
釈
に
は
こ
の
語
は
現
わ
れ
な
い
。
こ
の

。
－

語
を
含
め
て
こ
の
第
五
の
項
は
難
解
で
あ
る
。
資
料
篇
１
の
腱
三
房

ｆ

の
対
応
箇
所
を
参
照
の
こ
と
。

＠
以
下
の
五
偶
は
引
用
で
は
な
く
世
親
の
自
作
偶
で
あ
ろ
う
。

陪
酎
辱
匂
に
よ
る
と
（
蹟
ｇ
“
以
下
）
、
第
一
偶
で
総
論
し
第
一
層
以
下

で
各
論
す
る
と
述
零
へ
る
。
内
容
的
に
は
ま
さ
に
上
述
の
七
項
目
を
要

約
す
る
も
の
。

⑳
仏
国
色
目
樹
巨
ｏ
ｇ
且
．
』
旨
ミ
ミ
冒
ミ
ミ
ミ
舟
昌
訂
．
（
ｚ
侭
○
苗
．

ご
瞳
）
や
ら
》
『
．
届
ｌ
に
息
．
卸
○
．
門
口
ｏ
２
①
具
》
』
書
割
ご
ミ
ミ
ミ
Ⅱ

一
・
吾
到
沁
邑
の
・
窪
彗
忌
》
琴
、
吻
篁
顎
蜀
計
員
（
○
④
』
○
口
寺
詐
四
》
〕
や
四
四
）
勺
，
四
ｍ
》
一
？
芦
吟
１
く

笥
菖
ふ
》
山
口
博
士
の
和
訳
『
中
辺
分
別
論
釈
疏
』
六
三
１
く
四
頁
参

照
。
次
に
梵
文
を
示
し
て
お
く
。
還
元
さ
れ
た
部
分
は
山
口
本
に
従
う
。

、
四
口
井
口
ロ
ロ
ロ
‐
ロ
の
庁
ｐ
ｌ
ｐ
時
。
①
恥
①
口
凹
己
巨
国
凹
Ｈ
ｇ
ぐ
早
く
胃
・
ロ
伊
ロ
己
Ｈ
Ｐ
汁
削
ず
ぐ
四
ｍ
四
Ｉ

卜

・
Ｉ
Ｆ

く

甘
昌
口
庁
も
帥
邑
四
宮
己
禺
ｐ
Ｑ
四
Ｈ
恥
拝
伊
痘
一
脚
戸
、
①
己
騨
ｌ
｝
い
］
畠
四
再
○
ず
津
〕
］
巳
胃
ご
汁
圷
は
‐

。
．
Ｆ

Ｄ
‐
Ｆ

冒
四
丙
、
四
口
抄
恥
○
⑪
陣
一
汁
四
庁
禺
酔
舜
や
①
℃
ｐ
Ｉ
』
Ｐ
ぽ
い
騨
冒
煙
一
）
も
Ｈ
Ｐ
武
詐
罰
色
め
い
Ｈ
ご
ロ
汁
も
脚
Ⅱ

ｃ
い
い
国
騨
印
四
℃
庁
秒
ご
岸
］
胃
Ｐ
ｐ
ｍ
四
月
ロ
月
色
伝
廿
四
廿
一
（
］
）
罰
①
口
酔
丙
樫
も
函
四
庁
①

ロ
凹
巨
①
ロ
四
一
（
、
）

Ｊ
ｑ
４

シ

ご
陣
、
陣
目
ゆ
く
伊
望
い
ぼ
四
ｍ
ぐ
ゅ
丙
ゆ
員
冒
騨
ご
ｐ
の
汁
①
口
騨
ご
彦
四
ぐ
引
丙
四
局
四
口
画
庁

ぐ
①
色
ｐ
ロ
山
員
〕
も
剴
騨
武
庁
望
四
、
〕
画
含
常
習
〕
＠
件
も
四
国
ｐ
画
庁
四
、
す
む
Ｈ
④
庁
望
の
望
①
ロ
○
【
）
四
Ⅱ

ン
－

●
”

Ｈ
ぐ
四
Ｈ
計
く
い
計
①
ぐ
ゆ
庁
彦
つ
庶
詐
鱒
‐
戸
馬
一
己
Ｐ
①
ご
ゆ

く

巡

○
四
望
印
倖
圃
１
国
○
ぬ
ｐ
Ｈ
ロ

宍
）
芦
ゆ
く
芦
斥
凹
罵
口
唇
四
国
〕
四
ｌ
Ｈ
ｐ
も
四
鐸
〕
也
四
。
－
脚
罰
“
、
命
四
口
口
唇
目
い
ロ
四
吋
の
○
与
司
①
含
四
国
山

、

隠
ゆ
時
価
什
四
］
ぽ
い
Ｐ
昌
砂
丙
脚
Ｈ
四
一
］
］
罫
ご
ｐ
Ｐ
ｐ
①
ウ
ユ
四
‐
己
○
唖
い
唇
脚
旦

叩
・
や
Ｊ
ｌ
ｈ
ｌ

ず
ぽ
四
句
ぐ
Ｐ
汁
脚
昇
動
冒
背
Ｐ
昇
『
ゆ
め
陣
国
、
口
四
斤
一
（
四
）
］
自
己
］
脚
汽
樫
冠
壁
四
汁
①

ｔ

苗
ヰ
く
①
日
ロ
唱
冒
４
３
句
ぢ
ゅ
国
圃
白
閏
昌
司
冒
岬
ご

Ｇ
Ｊ
Ｌ
●
０
１

口
］
望
煙
冒
の
、
昌
目
⑫
屏
脚
Ｈ
脚
ｐ
、
ご
ロ
勝
四
国
扇
丙
蝕
Ｈ
Ｏ
は
一
（
函
）

丙
①
眉
沙
屏
凰
ロ
ゴ
凹
み
の
ゆ
く
］
Ｑ
ぐ
皿
．
ｌ
ｄ
Ｈ
沙
す
ぐ
四
ｑ
ｍ
昌
彦

の
』
ｑ
凸
Ｌ

く
ト
Ｌ
Ｌ
・

百
脚
○
壁
〕
丘
冒
〕
時
ぐ
吋
洋
拝
一
（
ご

’
四
ヶ
ロ
旨
胃
片
ご
Ｈ
苛
威
‐
］
沙
丙
鞘
貝
冒
四
伝
宅
秒
揖
肖
○
四
ヴ
ロ
時
Ｐ
固
い
四
茸
伝
一
念
四
ｍ
晋
営
門
樫
も
Ⅱ

計
画
、
、
『
い
（
吟
）
》
利
①
口
凹
〕
ｐ
ご
】
旨
く
Ｈ
寸
匪
門
（
、
）
国
四
行
宮
酔
ウ
ロ
酔
昌
胃
く
門
庁
は
伝
一
（
⑤
）

（
画
）
胃
Ｐ
庁
豈
少
』
縦
料
）
壁
騨
什
①
（
い
）
》
国
○
○
”
〆
樫
吊
）
》
国
計
①
｛
画
寸
帛
）
Ｈ
①
包
色
】
叩
恥
四
口
回
庁

］
肉
四
庁
ぽ
ゆ
昌
庁
①
口
酔
ず
ぽ
胃
］
胃
ぐ
ぃ
Ｈ
ご
国
↓
郡
の
詐
四
の
く
ゆ
く
胃
］
国
四
巳
①

。
■
０
二
１
１
．

（
吟
）
庁
ｐ
Ｑ
①
剣
④
］
昌
脚
｝
流
巴
口
庁
抄
冒
】
丙
①
画
聖
降
昌
ロ
』
Ⅱ

■
４
Ｆ
。

４
５
Ｊ
Ｉ

Ｃ
■
ｂ

汁
蝕
の
く
ゅ
肖
廿
○
四
ぐ
ゆ
四
口
旨
〕
ゆ
く
四
』
口

ｄ
ｐ
Ｈ
ぐ
酔
丙
巴
己
・
斤
倒
Ｑ
昌
彦
、
庁
吊
）
色
ロ
ロ
四
胃
ご

Ｌ
‐

。
．
催

４
１
’

恥
騨
昌
、
厨
回
Ｈ
四
日

ｰ

斥 自
秒の、

曹巴

自営
騨段
･のP＞

も．E、
｜’｜’’

口
叶
ｄ
ゆ
汁
威
‐

怜

宅
四
口
ロ
段
Ｈ
１

に
（
ｅ

声
一
（
胃
）

ぐ
叫
行
ロ
山

ず
い
ロ
ロ
ー
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ヨ
ぐ
詳
餌
’
ず
け
Ｈ
ｐ
ご
閏
か
凶
Ｑ
岸
芦
一

⑳
ｐ
旨
．
ｚ
侭
四
○
巴
：
旨
員
ご
冒
蒼
豊
冨
舟
倉
‐
望
魯
冒
角
呂
弓
』

』
＠
ｍ
心
）
己
．
函
炭
一
・
画
鰐

、
卜

⑳
忠
実
な
祖
述
家
で
あ
っ
た
安
慧
が
し
ば
し
ば
自
分
の
著
作
中
に
他

人
の
文
章
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
は
す
で
に
幾
例
か
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
小
谷
信
千
代
「
琉
伽
師
地
論
と
大
乗
荘
厳
経
論
」
（
『
佛
教
学

セ
ミ
ナ
ー
』
三
二
号
）
、
袴
谷
憲
昭
「
罰
量
粋
曼
ｓ
閨
量
電
曇
言
営
に
お

け
る
ア
ー
ラ
ャ
識
の
規
定
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
七
九
冊
）
七
’

九
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
安
慧
は
こ
の
閑
尋
の
識
支
に
お
け
る
次

の
一
文
も
、
「
識
」
と
い
う
語
を
「
ア
ー
ラ
ャ
識
」
と
変
え
て
、
『
唯

識
三
十
論
』
の
注
釈
中
に
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
（
尿
ａ
８
．
》
や

認
為
．
匡
ｌ
壗
）
。
日
騨
Ｈ
侭
も
騨
巨
烏
淵
己
覗
首
ｍ
Ｅ
ｐ
ご
淵
今
泓
口

、

』
秒
一
旦
①
印
ず
め
、
○
印
石
色
］
》
一
Ｈ
ｐ
ｐ
Ｈ
口
宅
騨
伝
』
Ｈ
ロ
四
Ｈ
ロ
冠
ｐ
Ｈ
の
①
の
己
騨
国
営
伝
Ｑ
ｐ

Ｄ
至
ｊ
１
ｐ
■

ず
望
①
〔
一
戸
昌
掛
Ｈ
丙
望
①
昌
函
昌
勗
旦
昌
ロ
］
〕
○
一
Ｑ
①
伝
茸
Ｈ
丙
望
①
冒
四
望
晶
ロ
』
ロ

閂
己
什
の
ｐ
ゆ
め
ｍ
す
ご
○
Ｈ
ず
い
胃
〕
］
命
の
ロ
①
閂
ロ
］
号
Ｑ
⑳
固
い
間
口
”
ぬ
昌
胃
己
ロ
○
ゆ
ぽ
①
の

ず
『
い
ず
國
邑
①
再
四
ケ
目
昏
濤
』
ロ
函
幽
信
二
］
己
一
ｍ
丙
望
○
口
民
巨
①
今
も
砂
買
］
］
自
己
○

一
（
、
吻
尽
一
路
乳
‐
心
）

⑪
ぐ
．
ぐ
．
⑦
烏
冨
さ
》
↑
《
印
品
ｇ
ｏ
冒
諒
陣
○
白
曽
①
シ
菖
菖
自
国
ご
閉
騨
Ⅱ

望
①
ロ
沙
計
別
酌
む
ロ
ロ
伊
Ｈ
１
ず
豈
四
ご
凹
詐
ぐ
四
国
，
｝
ぐ
ゆ
Ｈ
寸
四
庁
①
の
○
》
酋
國
｝
〕
宮
口
ぐ
四
口
。
〕
国
計
①

ｑ
、

め
丙
倒
】
画
１
℃
四
国
一
Ｕ
ぽ
画
く
岸
色
武
動
計
一
口
も
脚
皇
抑
口
騨
Ｉ
ご
届
①
閑

ご
目
Ｑ
］
胃
画
岸
皀
剣
与
凱
叫
ど
の
炭
四
片
●
Ｈ
ロ
四
‐
ぐ
ゅ
め
い
弓
ゆ
く
凹
昧
●
計
國
井
①
一
く
ぎ
諄
罵
↑
１
，
画
同
国
Ⅱ

閑
辱
尊
習
口
丙
ｐ
胃
一
目
豐
割
巳
》
苗
融
‐
冒
胃
ｍ
ｇ
ｍ
一
目
胃
曼
四
当
胃
ラ
『
ｍ
自
伊
‐

‘
、
。

Ｉ
シ

冒
口
貝
胃
四
１
吋
自
己
ぃ

｜
（
の
）

］
門
脚
吊
）
ロ
ロ
四
］
〕
印
少
弄
）
芦
酔
口
吋
ぐ
吋
斤
威
信
一
望
創
汁
①
肋
琶
酔
庶
樫
吊
）
計
ゆ
め
〕
Ｎ
四

旦
啓
汽
四
の
竜
四
国
四
、
詐
旦
脚
局
冒
］
動
威
信

。
、

ロ
も
脚
今
抑
口
騨
Ｉ
ご
届
①
や
臼
秒
騨
］
し
四
、
昌
皿
蝿
岸
画
庁
四
℃Ｊ

へ
『
一
汁
四
ｍ
）
『
妙
ロ
］
も
ロ
ロ
四
口

／
員

冒
巨
８
四
冒
呉
毎
＄
昌
噌
》
》
］
量
、
胃
ミ
惠
員
旦
三
、
ｍ
§
忌
曼

駒
含
、
Ｓ
色
昌
一
》
詞
○
萱
ミ
堅
凰
ミ
ざ
め
Ｒ
詩
ご
〕
ご
・
い
》
ぐ
○
］
・
函
四
．
固
い
毎
》
一
・

つ
ｌ
や
。

、
ｚ
，
目
鼻
厨
８
．
〕
患
営
§
ミ
ミ
ｓ
の
ａ
ミ
ミ
。
曇
や
ｇ
魯
苫
ミ
》
弓
四
目
ｐ
》

后
認
）
壱
曽
息
．
甲
匿
ゞ
『
阿
毘
達
磨
雑
集
論
」
大
正
巻
三
十
一
、

七
一
一
ｂ
ｌ
Ｃ
。

⑬
目
豆
竜
．
巴
・
』
ｚ
ｏ
，
剖
程
」
四
》
暗
ゆ
。
）
は
「
・
…
：
業
の
習
気
が

心
に
璽
習
さ
れ
る
が
故
に
。
」
と
訳
す
。

⑭
原
文
四
目
間
い
を
目
号
．
に
よ
っ
て
ゅ
口
穏
薗
国
に
訂
正
。

⑮
「
異
っ
た
（
四
旦
創
）
」
が
何
を
意
味
す
る
か
理
解
で
き
な
い
。

⑳
玄
英
訳
八
四
二
Ｃ
以
下
。
達
磨
笈
多
訳
八
三
五
ｂ
以
下
。

、
玄
英
訳
八
四
○
ｃ
、
八
四
一
ｂ
に
引
用
さ
れ
、
『
有
因
有
縁
有
由

法
門
経
』
『
大
因
縁
法
門
経
』
と
訳
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
経
典
は

『
倶
舎
論
』
お
よ
び
雨
飼
尋
で
も
引
用
さ
れ
る
。

⑬
山
口
前
掲
論
文
一
四
五
頁
、
同
前
掲
害
三
四
頁
参
照
。

〔
付
記
〕
本
稿
に
お
い
て
、
筆
者
は
』
冒
窃
が
琉
伽
行
派
の
ア
ー
ラ

ャ
識
説
の
先
駆
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
有

部
↓
経
量
部
↓
礁
伽
行
派
と
い
う
道
筋
は
、
世
親
と
い
う
個
人
に
お
い

て
の
み
言
い
う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
琉
伽
行
派
の
思
想
形
成
と

は
全
く
事
情
が
異
る
。
本
稿
の
最
後
に
山
口
博
士
の
言
葉
を
か
り
て
述

べ
た
如
く
、
筆
者
に
は
、
』
冒
飼
が
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
琉
伽
行

派
の
思
想
の
影
響
を
受
け
、
経
量
部
説
に
立
つ
世
親
に
非
常
に
近
い
位

置
で
作
成
さ
れ
た
経
典
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
以
上
、
誤
解
の
な
い

よ
う
に
一
言
つ
け
加
え
て
お
く
。
（
初
校
の
日
）
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本
稿
第
二
節
で
、
、
吻
尋
｝
の
十
二
支
縁
起
解
釈
が
聖
ヨ
ら
の
縁
起
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
、
そ
れ
を
七
項
目
に
分

割
す
る
鬮
尋
の
解
釈
に
つ
い
て
述
、
へ
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
刷
尋
の
解
釈
と
対
応
す
る
、
嶌
厨
の
所
述
を
、
玄
英
訳
に
基
づ
き
、

笈
多
訳
を
参
照
し
つ
つ
和
訳
し
て
お
く
。
こ
の
部
分
は
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
建
国
あ
の
所
述
の
主
題
で
あ
る
無
明
の
十
一
種
の
殊

勝
点
の
う
ち
、
「
等
起
殊
勝
」
の
前
半
に
相
当
す
る
。
和
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
所
述
を
刷
辱
の
解
釈
に
従
っ
て
七
項
目
に
分
割
し
、

玄
英
訳
を
上
段
に
付
す
（
大
正
巻
十
六
、
八
三
八
ａ
ｌ
ｃ
）
。

以
下
に
本
稿
で
の
論
述
を
補
足
す
る
た
め
に
三
部
よ
り
な
る
資
料
篇
を
掲
げ
る
。
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
漢
訳
資
料
の
取
り
扱
い
に
っ

Ｊ

い
て
、
大
谷
大
学
大
学
院
・
加
治
洋
一
氏
の
全
面
的
協
力
を
得
た
。
特
に
資
料
篇
１
の
現
代
語
訳
は
、
全
く
同
氏
の
研
究
成
果
に
負
う
も

吃

の
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

〔1〕 ′~~、

資
ｌ』

『
「
あ
の
「
十
二
支
縁
起
説
」
和
訳

料

篇
L－ノ

『ー心

、くう



復
言
。
世
尊
。
云
何
無
明
等
起
殊
勝
。
世

尊
告
日
。
謂
此
無
明
、
或
愚
当
来
苦
諦
所

摂
後
有
自
体
、
或
愚
現
法
苦
諦
所
摂
已
得

自
体
。
如
是
愚
者
、
或
有
能
引
所
引
縁
起
、

有
能
生
所
生
縁
起
。
此
二
縁
起
即
以
愚
於

於
当
来
現
法
自
体
、
無
明
作
等
起
縁
。

復
言
。
世
尊
ｐ
云
何
能
引
所
引
縁
起
。
世

尊
告
日
。
第
一
、
無
明
縁
行
、
行
縁
識
、

識
縁
名
色
、
名
色
縁
六
処
、
六
処
縁
触
、

②

触
縁
受
。
是
名
能
引
所
引
縁
起
。

復
言
。
世
尊
。
云
何
能
生
所
生
縁
起
。
世

尊
告
日
。
第
二
、
無
明
縁
受
、
受
縁
愛
、

※
十
二
支
縁
起
の
概
説

①

ま
た
（
比
丘
が
）
尋
ね
る
。
世
尊
、
無
明
の
等
起
殊
勝
と
は
何
で
す
か
。

世
尊
が
お
答
え
に
な
る
。
来
世
の
苦
諦
に
摂
め
ら
れ
る
次
に
取
る
生
存
に
つ
い
て
人
を

愚
昧
に
さ
せ
る
の
が
こ
の
無
明
で
あ
り
、
或
は
現
在
の
苦
諦
に
摂
め
ら
れ
る
今
得
て
い
る

生
存
に
つ
い
て
愚
昧
に
さ
せ
て
い
る
の
も
こ
の
無
明
で
あ
る
。
こ
の
愚
か
さ
に
よ
っ
て
能

引
所
引
の
縁
起
が
あ
り
、
能
生
所
生
の
縁
起
が
あ
る
。
こ
の
二
種
の
縁
起
が
つ
ま
り
来
世

と
現
世
の
二
つ
の
生
存
に
つ
い
て
愚
昧
に
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
皆
、
無
明
が
等
起

の
縁
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
（
比
丘
が
）
尋
ね
る
。
世
尊
、
そ
の
能
引
所
引
の
縁
起
と
は
何
で
す
か
。

世
尊
が
お
答
え
に
な
る
。
先
ず
、
無
明
を
縁
と
し
て
行
が
あ
り
、
行
を
縁
と
し
て
識
が

あ
り
、
識
を
縁
と
し
て
名
色
が
あ
り
、
名
色
を
縁
と
し
て
六
処
が
あ
り
、
六
処
を
縁
と
し

て
触
が
あ
り
、
触
を
縁
と
し
て
受
が
あ
る
。
こ
れ
が
能
引
所
引
の
縁
起
で
あ
る
。

ま
た
（
比
丘
が
）
尋
ね
る
。
世
尊
、
で
は
能
生
所
生
の
縁
起
と
は
何
で
す
か
。

③

世
尊
が
お
答
え
に
な
る
。
第
二
に
は
、
無
明
を
縁
と
し
て
受
が
あ
り
、
受
を
縁
と
し
て

(A)(B)

「
能
引
所
引
の
縁
起
」
（
総
論
）

「
能
生
所
生
の
縁
起
」
（
総
論
）
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復
言
。
世
尊
。
・
云
何
名
為
第
一
無
明
与
其

能
引
所
引
縁
起
作
等
起
縁
。
世
尊
告
日
。

謂
有
一
類
、
愚
於
当
来
後
有
自
体
即
便
発

起
後
有
希
求
。
由
愚
所
生
後
有
希
求
便
於

後
有
見
勝
功
徳
。
若
於
現
法
執
著
可
愛
不

可
愛
境
、
邪
分
別
故
造
非
福
行
。
彼
於
資

具
生
貫
著
故
。
或
於
怨
憎
生
順
志
故
。
及

彼
相
応
不
能
決
了
功
徳
過
患
。
放
逸
愚
故

造
斯
悪
行
。
即
於
後
世
所
有
過
失
不
能
思

惟
、
不
能
解
了
行
相
。
無
明
能
作
如
是
非

福
行
縁
。
若
於
後
有
見
勝
功
徳
、
或
見
出

離
便
造
福
行
或
不
動
行
。
彼
依
教
法
或
依

謂
法
発
起
思
択
及
修
習
故
、
能
造
斯
行
。

応
知
如
是
思
択
修
習
雌
在
善
心
。
然
不
如

愛
縁
取
、
取
縁
有
、
有
縁
生
、
生
縁
老
死
。
愛
が
あ
り
、
愛
を
縁
と
し
て
取
が
あ
り
、
取
を
縁
と
し
て
有
が
あ
り
、
有
を
縁
と
し
て
生

④

是
名
能
生
所
生
縁
起
。
が
あ
り
、
生
を
縁
と
し
て
老
死
が
あ
る
。
こ
れ
が
能
生
所
生
の
縁
起
で
あ
る
。

そ
こ
で
（
比
丘
が
）
尋
ね
る
。
世
尊
、
ど
う
し
て
先
ず
無
明
が
能
引
所
引
の
縁
起
に
と

っ
て
等
起
の
縁
と
な
る
の
で
す
か
。

世
尊
が
お
答
え
に
な
る
。
例
え
ば
、
来
世
に
取
る
次
の
生
存
に
つ
い
て
愚
昧
で
あ
る
者

で
あ
れ
ば
、
次
の
生
存
に
対
し
て
願
望
を
起
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
愚
か
さ
に
よ
っ
て
惹

き
起
さ
れ
た
次
の
生
存
に
対
す
る
願
望
に
基
づ
い
て
、
彼
は
次
の
生
存
中
に
何
か
と
て
も

好
ま
し
い
事
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
現
在
の
目
前
の
快
不
快
の
対
象
に
囚
わ
れ
て
い

る
以
上
、
そ
れ
は
誤
っ
て
分
別
し
て
い
る
訳
だ
か
ら
非
福
行
を
造
る
こ
と
に
な
る
。
何
故

な
ら
、
彼
は
財
物
に
対
し
て
貫
著
す
る
か
ら
で
あ
る
し
、
怨
憎
す
る
者
に
対
し
て
瞑
志
の

心
を
起
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
彼
は
、
功
徳
と
過
患
を
そ
れ
ぞ
れ
正
し
く
認
知
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
怠
け
者
で
愚
か
者
で
あ
る
か
ら
そ
の
悪
行
を
な
す
。
つ
ま
り
彼
は
、
次
の

生
存
が
包
含
す
る
欠
点
や
禍
い
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
思
い
浮
今
へ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま

し
て
そ
の
詳
細
を
認
識
で
き
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
明
は
以
上
の
如
き

非
福
行
の
縁
と
な
っ
て
い
る
。

(A)ノ

(1)

「
能
引
所
引
の
縁
起
」
（
各
論
）

何
に
よ
っ
て
引
か
れ
る
の
か
。
〔
無
明
・
行
〕
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如
是
非
福
福
不
動
行
障
擬
対
治
与
六
識
身

倶
生
倶
滅
、
能
於
現
在
已
得
生
滅
異
熟
識

中
安
置
諸
行
三
種
習
気
。
由
此
方
便
摂
受

後
有
新
生
種
子
。

理
作
意
思
惟
。
故
是
後
有
愚
療
所
引
。
謂

於
後
有
見
勝
功
徳
艤
覆
蔵
故
、
及
見
出
離

擬
覆
蔵
故
。

摂
受
後
有
新
種
子
故
、
於
当
生
中
所
起
後

有
所
摂
名
色
六
処
触
受
次
第
而
生
。
此
名

色
等
於
現
已
得
異
熟
識
中
但
起
因
性
、
未

有
果
性
。
是
故
但
名
所
引
縁
起
。

或
は
次
の
生
存
中
に
何
か
好
ま
し
い
事
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
た
上
で
、
出
離
を
考
え

て
福
行
や
不
動
行
を
為
す
か
も
知
れ
な
い
。
彼
は
教
法
や
講
法
に
随
っ
て
思
択
し
修
習
す

る
か
ら
、
確
か
に
そ
の
行
を
為
す
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
思
択
や

修
習
は
善
心
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
真
如
に
適
っ
て
作
意
し
思
惟
し
た
も
の

で
は
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
次
の
生
存
に
関
す
る
愚
癖
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
次
の
生
存
に
何
か
好
ま
し
い
事
が
あ
る
と
考
え
る
の
も
凝
に
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
あ
り
、
出
離
を
考
え
る
の
も
癖
に
覆
蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。

次
の
生
存
で
新
た
に
芽
を
出
す
種
子
を
摂
受
し
て
い
る
か
ら
、
来
世
に
生
起
す
る
次
の

生
存
に
於
て
、
そ
こ
に
摂
め
ら
れ
る
名
色
、
六
処
、
触
、
受
は
順
序
正
し
く
生
じ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
名
色
等
は
現
在
得
て
い
る
異
熟
識
の
中
で
は
、
た
だ
単
に
因
と
し
て
の
性
質

の
み
を
起
し
、
ま
だ
果
と
し
て
の
性
質
は
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
こ
れ
を
所
引
の
縁
起

以
上
述
べ
た
如
き
非
福
行
と
福
行
と
不
動
行
の
三
種
の
対
治
さ
れ
る
、
へ
き
障
凝
は
、
六

識
身
と
倶
に
生
じ
倶
に
減
し
て
、
現
在
得
て
い
る
生
滅
す
る
異
熟
識
の
中
に
、
そ
れ
等
諸

左
の
行
の
三
種
の
習
気
を
安
置
す
る
。
こ
う
云
う
方
法
で
、
次
の
生
存
で
新
た
に
芽
を
出

す
種
子
を
摂
受
す
る
の
で
あ
る
。

(3) (2)

何
が
引
か
れ
る
の
か
。
〔
名
色
ｌ
受
〕

ど
の
よ
う
に
引
か
れ
る
の
か
。
〔
識
〕
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復
言
。
世
尊
。
云
何
名
為
第
二
無
明
与
其

能
生
所
生
縁
起
作
等
起
縁
。
世
尊
告
日
。

謂
有
一
類
、
愚
於
現
在
已
得
自
体
、
於
六

触
処
為
縁
生
受
、
便
起
味
著
。
由
味
著
故
、

希
求
当
来
如
是
類
受
。
由
希
求
故
、
於
追

求
時
便
起
於
取
。
楽
受
所
起
愛
為
縁
故
、

発
生
欲
取
。
言
欲
取
者
、
謂
於
諸
欲
妄
分

別
負
。
此
為
上
首
、
此
為
前
行
、
便
有
欲

界
一
切
煩
悩
。
若
復
以
其
苦
受
為
縁
、
生

無
有
愛
。
厭
離
倶
行
、
非
理
所
引
厭
離
相

応
依
止
此
愛
。
不
正
方
便
求
無
有
時
即
便

如
是
名
為
第
一
無
明
与
其
能
引
所
引
縁
起

作
等
起
縁
。

次
い
で
（
比
丘
が
）
尋
ね
る
。
世
尊
、
ど
う
し
て
第
二
に
は
無
明
が
能
生
所
生
の
縁
起

に
と
っ
て
等
起
の
縁
と
な
る
の
で
す
か
。

世
尊
が
お
答
え
に
な
る
。
例
え
ば
、
現
在
得
て
い
る
生
存
に
つ
い
て
愚
昧
で
あ
る
者
が

六
触
処
に
縁
生
の
受
を
起
こ
せ
ば
、
彼
は
そ
れ
に
味
著
す
る
。
味
著
す
る
か
ら
、
来
世
に

そ
れ
と
同
類
の
受
を
期
待
す
る
。
期
待
す
る
か
ら
、
そ
の
求
め
た
時
に
至
っ
た
ら
取
を
起

す
。
楽
受
に
よ
っ
て
起
さ
れ
た
愛
を
縁
と
す
る
か
ら
欲
取
を
生
じ
る
。
こ
の
欲
取
と
云
う

の
は
、
つ
ま
り
諸
々
の
欲
望
の
対
象
に
対
し
て
妄
り
に
分
別
す
る
負
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
を
上
首
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
こ
れ
を
先
行
す
る
も
の
と
し
て
、
欲
界
の
総
て
の
煩
悩

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

⑤

或
は
楽
受
で
は
な
く
、
苦
受
を
縁
と
し
た
場
合
に
は
無
有
愛
を
生
じ
る
。
こ
れ
は
厭
離

以
上
の
如
く
に
し
て
、
第
一
に
無
明
は
能
引
所
引
の
縁
起
に
と
っ
て
等
起
の
縁
と
な
る

と
言
わ
れ
る
。

と
の
み
言
弓
／
の
で
あ
る
。

(B)' (A)"
(4)

「
能
生
所
生
の
縁
起
」
（
各
論
）

何
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
。
〔
愛
・
取
〕

「
能
引
所
引
の
縁
起
」
の
結
語
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彼
由
如
是
愛
為
縁
取
、
先
得
種
種
行
所
軍

習
異
熟
果
識
、
名
為
有
取
。
彼
由
如
是
取

所
摂
受
、
先
所
積
集
行
等
種
子
若
彼
彼
処

諸
愛
未
断
、
即
彼
彼
処
功
能
現
前
、
能
生

後
有
。
由
彼
行
等
能
有
当
生
、
能
令
生
有

将
入
現
在
。
故
説
名
有
。
由
彼
取
力
行
等

発
起
出
離
悪
見
定
期
悪
見
、
及
此
二
種
所

依
悪
見
。
由
此
義
故
名
愛
縁
取
。
若
即
以

此
取
為
所
依
不
離
欲
貧
而
命
終
者
、
由
此

諸
見
及
与
欲
界
一
切
煩
悩
、
名
有
欲
界
愛

為
縁
取
。
若
離
欲
負
、
或
離
色
負
、
彼
色

界
愛
或
無
色
愛
便
得
生
処
。
彼
於
色
界
或

無
色
界
煩
悩
転
時
発
起
色
界
無
色
界
取
。

由
此
諸
色
無
色
煩
悩
及
彼
諸
見
名
有
色
界

愛
為
縁
取
、
及
無
色
界
愛
為
縁
取
。

彼
は
右
の
如
き
愛
を
縁
と
す
る
取
に
よ
っ
て
、
既
に
種
々
様
々
な
行
に
異
熟
果
識
を
重

習
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
取
が
存
在
す
る
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
取
に

摂
受
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
以
前
に
積
集
し
た
行
等
の
種
子
や
様
々
な
場
合
に
起
し
た
諸
々

の
愛
は
未
だ
断
滅
し
て
お
ら
ず
、
即
ち
様
々
な
時
と
場
合
に
応
じ
て
、
そ
の
働
き
が
現
前

し
て
次
の
生
存
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
行
等
に
よ
っ
て
来
世
の
生
涯
が
あ
る
。
つ
ま

⑦

り
生
有
を
将
い
て
実
際
に
存
在
さ
せ
る
か
ら
、
〔
こ
の
行
を
〕
有
と
言
う
の
だ
。
何
故
な

と
倶
行
す
る
。
し
か
し
確
か
に
厭
離
と
相
応
し
て
は
い
る
が
非
理
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
愛
に
依
止
す
る
。
つ
ま
り
正
し
い
方
便
を
通
さ
ず
に
無
有
を
求
め

る
時
に
は
、
即
ち
出
離
悪
見
と
定
期
悪
見
の
二
種
を
起
し
、
そ
れ
等
が
そ
れ
ぞ
れ
依
止
す

⑥

る
悪
見
を
起
す
こ
と
に
な
る
。
右
の
如
き
意
味
で
愛
を
縁
と
し
て
取
が
あ
る
と
言
う
の
で

あ
る
。
こ
の
取
を
所
依
と
し
て
欲
界
の
負
を
離
れ
な
い
儘
で
死
ん
だ
ら
、
こ
の
四
種
の
悪

見
と
欲
界
の
一
切
の
煩
悩
と
に
よ
っ
て
八
欲
界
の
愛
を
縁
と
す
る
取
が
存
在
す
る
。
こ
の

場
合
、
も
し
も
欲
界
の
負
を
離
れ
た
と
し
て
も
、
彼
の
色
界
の
愛
が
生
じ
る
し
、
或
は
色

界
の
負
を
離
れ
た
と
し
て
も
、
無
色
界
の
愛
が
生
じ
て
存
在
す
る
。
そ
こ
で
彼
が
色
界
或

は
無
色
界
で
煩
悩
を
起
せ
ば
、
そ
の
時
、
色
界
或
は
無
色
界
の
取
を
起
す
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
の
諸
々
の
色
界
無
色
界
の
煩
悩
及
び
先
程
の
諸
々
の
悪
見
に
よ
っ
て
、
色
界
の
愛

を
縁
と
す
る
取
、
無
色
界
の
愛
を
縁
と
す
る
取
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

(5)

ど
の
よ
う
に
生
じ
る
の
か
。
〔
有
〕
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如
是
名
為
第
二
無
明
与
其
能
生
所
生
縁
起
以
上
の
如
く
に
し
て
、
第
二
に
は
無
明
は
能
生
所
生
の
縁
起
に
と
っ
て
等
起
の
縁
と
な

為
等
起
縁
。
る
の
で
あ
る
。

註
①
「
如
是
我
聞
一
時
薄
伽
梵
・
・
・
…
」
と
こ
の
経
を
始
め
、
「
時
薄
伽
梵
説
是
経
已
…
…
聞
佛
所
説
皆
大
歓
喜
信
受
奉
行
」
と
結
ぶ
以
外
、
玄
英
訳
は

主
格
呼
格
を
問
わ
ず
一
貫
し
て
「
世
尊
」
を
用
い
る
。
一
方
達
磨
笈
多
訳
は
「
如
是
我
聞
一
時
婆
伽
婆
：
…
・
」
の
後
、
導
入
部
で
数
ケ
所
「
世
尊
」

Ｊ
ｊ

を
用
い
、
「
彼
等
比
丘
於
世
尊
説
．
：
：
」
と
こ
の
経
を
終
え
る
他
は
総
て
「
比
丘
白
佛
大
徳
…
・
・
佛
言
比
丘
…
…
」
の
形
を
取
る
。
資
料
篇
２
３
の

Ｅ
ｆ

チ
書
ヘ
ッ
ト
語
訳
資
料
も
こ
の
形
を
支
持
す
る
の
で
、
こ
の
形
の
方
が
原
典
に
近
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
比
丘
か
ら
の
佛
へ
の
尊
称
と
し
て
「
大
徳

冒
騨
§
ご
首
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
経
典
の
所
属
に
つ
い
て
一
つ
の
問
題
を
提
供
す
る
。

生
既
生
已
、
先
起
時
分
変
異
名
老
、
於
最

後
辺
命
尽
名
死
。
由
是
故
名
生
縁
老
死
。

成
有
。

以
是
為
縁
、
従
此
命
終
、
先
所
引
発
漸
次

生
起
。
由
此
義
故
名
有
縁
生
。

ら
、
取
の
働
き
に
よ
っ
て
行
等
が
有
を
成
立
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
生
」
が
生
じ
て
か
ら
、
先
ず
時
の
経
過
に
随
っ
て
変
異
す
る
の
が
老
で
あ
り
、
最
後

の
瞬
間
に
命
が
尽
き
る
の
が
死
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
生
を
縁
と
し
て
老
死
が
あ
る
と

言
わ
れ
る
。

こ
れ
（
有
）
を
縁
と
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
命
終
す
る
と
、
そ
れ
迄
に
引
き
摂
め
ら
れ

て
い
た
〔
当
に
生
ず
尋
へ
き
も
の
（
名
色
ｌ
受
）
〕
が
漸
次
生
起
す
る
。
こ
の
意
味
で
有
を
縁

と
し
て
生
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

(B)"
(7) (6)

「
能
生
所
生
の
縁
起
」
の
結
語

そ
の
時
の
苦
悩
は
何
か
。
〔
老
死
〕

そ
の
生
じ
る
こ
と
は
何
か
。
〔
生
〕

59



れ
に
よ
っ
て
、

な
お
若
干
注
意
す
べ
き
点
を
述
べ
て
お
く
。
引
用
例
仙
は
た
だ
一
文
が
引
用
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
一
文
置
い
た
次
の
部
分
も
煙
「
爵

に
一
致
す
る
の
で
併
せ
て
取
り
上
げ
る
。
引
用
例
②
は
も
ｍ
煙
国
司
の
十
八
句
よ
り
な
る
「
老
」
の
説
明
を
五
項
目
に
分
類
し
直
し
た
も

の
。
引
用
例
⑥
は
詞
切
辱
で
は
⑤
に
連
続
す
る
が
、
』
忌
扇
両
漢
訳
で
は
間
に
別
の
文
章
が
入
る
の
で
分
離
し
て
掲
げ
る
。

「
ｌ
ノ

○
ム

ｒ
ｌ
皇

本
稿
第
二
節
で
《

せ
て
お
き
た
い
。
｝
‐

に
な
る
Ｃ

②
漢
訳
に
於
け
る
十
二
支
縁
起
の
定
形
的
表
現
。
こ
れ
は
勿
論
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
あ
れ
ば
四
邑
身
菩
国
ご
昌
騨
、
凹
冒
爵
習
目
３
日
“
冒
愚
冒
四
‐

ご
凹
冨
昌
昌
冒
騨
口
騨
日
．
ぐ
］
］
ロ
四
口
ｇ
３
ｑ
昌
騨
日
ロ
四
日
関
屋
冨
目
・
…
…
と
言
う
冒
冒
ぐ
国
冒
の
表
現
で
あ
り
、
。
〈
１
リ
で
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
れ
等
に
一
致
さ
せ
て
読
み
下
す
な
ら
「
無
明
の
縁
も
て
行
あ
り
、
行
の
縁
も
て
識
あ
り
、
云
々
」
と
で
も
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。
実
際
こ
の
経
典
中

に
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
か
ら
想
定
す
る
限
り
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
十
二
支
縁
起
を
述
べ
る
も
の
と
同
形
の
困
昌
ｍ
５
Ｈ
ｇ
国
辱
葛
四
日
ぐ
』
君
鯉
口
Ｐ
目
と
言
う

引

形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
が
（
資
料
篇
３
参
照
乱
そ
れ
を
玄
葵
は
「
行
是
識
縁
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
こ
う
読
み
下

喧

す
の
も
一
法
か
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
読
み
は
い
か
に
も
苦
し
い
。
同
じ
箇
所
を
達
磨
笈
多
が
「
行
縁
於
識
」
と
訳
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
縁
」
を
動
詞
に
読
む
方
が
漢
文
と
し
て
は
自
然
な
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
背
後
に
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
予
想
し
て
訳
し
て
お
く
。

０

０

③
達
磨
笈
多
訳
の
「
無
明
縁
中
」
は
「
無
明
縁
受
」
に
訂
正
。
八
三
一
頁
ａ
二
三
。

④
宮
本
に
従
う
。

。

⑤
達
磨
笈
多
訳
の
「
若
復
新
受
為
縁
」
は
「
若
復
苦
受
為
縁
」
に
訂
正
。
八
三
一
頁
ｂ
二
三
。

⑥
同
右
八
三
一
頁
、
ｂ
二
六
「
依
亦
有
二
合
為
四
種
」
の
割
註
あ
り
。

⑦
同
右
八
三
一
頁
Ｃ
八
「
説
彼
行
為
有
」
に
よ
っ
て
補
う
。

で
槌
ョ
由
が
、
吻
尋
に
五
箇
所
引
用
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
こ
に
そ
の
部
分
を
抜
き
出
し
、
両
漢
訳
と
対
照
さ

○
こ
れ
は
漢
訳
に
の
み
現
存
す
る
淫
ヨ
由
の
原
典
形
態
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

、
‐
Ｊ

資
料
篇
３
の
園
望
辱
の
引
用
例
と
併
せ
て
、
煙
ヨ
釘
全
体
の
約
十
分
の
一
を
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
し
て
回
収
す
る
こ
と

ｒ
Ｉ
Ｌ

ｌ』
『
『
ｍ
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
回
収
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復
言
。
世
尊
。
云
何
次
第
生
身
生
相
。
世
尊
告
日
。
於
二
其
最
初
一
有
二
下
種
生
聿
従
レ
此
無
間
有
二
漸
増
生
や
従
レ
此
無
間
有
二
出
胎
生
圭
従

此
無
間
有
二
漸
長
生
や
既
成
長
已
受
二
用
言
説
一
能
得
二
等
生
壬
如
レ
是
品
類
名
二
次
第
生
毛

復
言
。
世
尊
。
此
属
し
誰
生
。
世
尊
告
日
。
蔬
界
処
生
都
無
し
有
し
我
。
所
以
者
何
。
以
二
諸
説
等
漸
増
長
一
故
其
性
無
常
。
即
無
常
法
有
二
此

〔
玄
英
訳
八
三
九
Ｃ
ｌ
八
四
○
ａ
〕

復
言
。
世
尊
。
如
し
是
四
種
生
身
之
相
由
二
生
老
死
一
有
二
何
差
別
や
世
尊
告
日
。
即
此
四
種
生
身
之
相
若
次
第
生
若
属
し
彼
生
若
如
レ
是
生
。

応
し
知
是
名
二
生
身
生
相
や

ｂ
色
書
、
○
言
ご
ｍ
冒
侭
量
亀
量
、
＆
費
昏
ご
貝
、
忌
萱
ご
鼠
。
の
号
（
器
煙
忌
‐
亀
腎
農
‐
忌
罫
鍔
邑
‐
の
ミ
ミ
）
旨
の
び
８
日
］
目
目
黒
旦
閉
庶
冨
の
（
庁
岸
閏

。
ｍ
①
巴
○
画
旦
凹
ｍ
Ｈ
ｐ
四
国
』
己
四
ヶ
、
ロ
』
底
】
Ｈ
ロ
ォ
め
ぽ
巴
〕
画
］
Ｑ
丙
冠
昌
堅
内
宮
①
ご
煙
口
目
凰
口
〕
己
妙
函
四
ご
唱
印
堅
汽
冠
①
一
〕
蝕
Ｑ
山
口
一
、
凹
画
の
丙
昌
①
け
四
・
四
口
豈

岸
四
局
巴
圏
渕
の
ご
色
（
苛
旨
昌
昏
Ｑ
］
伝
肖
印
丙
昌
①
ご
凶
ゴ
昌
胃
昇
巴
岳
畠
。
一
旦
思
芦
口
も
四
『
ロ
函
も
酋
禺
ず
胃
的
屋
○
ｍ
画
①
い
い
の
ｐ
ｐ
ｍ
的
○
｜
計
Ｈ
国
群
目
で
四
、
己
の
彦
冒
｝
胃
一
Ｈ
ｐ
計
堅
］
四
国

ロ
』
。
ご
］
芦
岸
四
計
昏
℃
ロ
四
国
ｍ
も
四
冒
芦
自
昌
。
。
四
雪
、
Ｎ
自
顕
の
Ｑ
四
国
の
丙
昌
①
Ｈ
ｐ
Ｏ
ロ
①
Ｑ
Ｑ
Ｈ
ｐ
ｍ
（
一
四
国
｜
Ｈ
①
い
も
煙
Ｑ
鱒
ロ
ー
豚
彦
〔
）
嵐
ず
四
一
昌
日
巨
庁
の
彦
凹
国
勧
』
。
。
○

｜
凰
再
目
も
四
ｍ
Ｐ
己
唱
の
⑳
屏
司
①
ご
醇
国
］
⑳
ゆ
ず
○
ロ
ウ
誌
四
ヶ
も
ゆ
ぽ
一
の
庶
割
①
ご
四
Ｑ
画
ロ
｜
Ｑ
①
昏
営
壱
○
ｍ
含
ロ
。
①
冒
目
口
も
彦
巴
づ
ぃ
ゴ
］
の
斥
琶
①
｝
）
険
。
⑳
口
一

旦
①
昏
芦
昏
○
函
庁
ロ
ヴ
《
齢
凹
の
も
四
］
登
め
両
目
①
ざ
四
。
四
コ
｜
Ｑ
①
百
］
伝
○
ぬ
命
匡
昏
も
丘
２
ヶ
い
ぼ
』
の
丙
胃
①
ず
ゆ
Ｑ
四
国
一
壱
］
〕
ゴ
①
］
口
凹
ゆ
ざ
画
印
の
も
〕
凶
Ｏ
Ｑ
Ｑ
ｍ
昌
一
庁
彦
四

の
働
四
ロ
ｐ
ｐ
ｍ
も
四
陣
］
○
ず
も
画
昏
』
の
穴
〕
Ｎ
①
ぴ
ぃ
の
命
①
旦
昌
胃
も
四
昏
旦
尉
印
丙
昌
①
ず
四
宮
〕
ｐ
ｐ
Ｏ
ｌ
の
丙
『
の
び
四
目
鱒
画
”
四
画
の
丘
①
ロ
騨
一
己
丘
ロ
画
己
○
口
騨
国
一

戸
ロ
ｐ
Ｈ
ロ
の
。
ｐ
ロ
ー
巴
六
割
①
目
〕
○
岸
５
。
Ｈ
，
口
霞
尉
口
の
里
内
国
①
ご
四
国
］
冒
館
冒
一
ご
Ｑ
ｐ
函
口
目
四
目
ロ
〕
国
○
｜
ｇ
昏
回
も
］
日
日
胃
の
ロ
①
ロ
画
一
も
百
出
ロ
己
○
］
凹
め
○
顕
の
も
四

画
）

ぽ
も
声
①
』
ず
四
片
言
い
Ｈ
○
ず
凹
昏
」
も
］
‐
声
］
胃
Ｈ
Ｏ
ｌ
国
己
吋
計
凹
独
も
色
色
妙
〕
〕
⑳
Ｈ
○
ｍ
ｍ
』
。
ご
画
コ
も
○
昏
目
Ｑ
ご
凹
国
、
厨
。
四
ロ
ー
ロ
ロ
の
今
己
四
ｍ
計
ロ
『
○
・
号
〕
Ｐ
『
ぬ
唇
Ｐ
、

ご
騨
宮
ｏ
丘
○
ぬ
酌
己
首
画
も
煙
巨
罰
貰
］
も
ロ
首
Ｈ
｜
呂
昌
Ｈ
国
吸
℃
凹
印
汽
昌
①
づ
ゅ
回
匙
め
戸
〕
訓
①
ウ
凹
冒
ロ
ロ
○
｜
抄
）
も
．
。
ご
画
己
四
．

引
用
例
仙
弓
．
８
．
９
画
。
‐
罵
口
．
の
〔
］
》
ら
餌
澤
‐
鱈
）

61



生
相
手

復
言
。

比
丘
白
し
佛
。
大
徳
。
所
し
有
四

生
彼
出
生
中
生
相
如
し
是
応
し
知
。

ｂ
§
ず
、
Ｏ
宮
ご
唖
零
侭
宰
、
謹
騒
ミ
、
ミ
骨
暫
昌
、
ｓ
（
器
怪
登
‐
鼠
狩
畠
‐
昌
喜
舟
＆
）
厨
の
鴨
ｐ
ｐ
ｍ
宅
Ｐ
Ｑ
哨
切
』
日
戸
Ｑ
四
四
鳥
『
①
ず
ゅ
Ｈ
屋
ゅ
日
も
色
冨
冨

も
○
画
目
。
丙
望
』
計
の
け
①
冠
○
国
め
め
目
ぽ
い
目
ｐ
Ｈ
ご
煙
の
ご
昌
凹
の
も
ゆ
ぽ
目
吊
）
］
】
○
口
の
も
四
吋
ロ
四
目
ご
‐
｝
〕
四
』
画
四
口
再
』
．
”
四
ｍ
も
ゆ
め
］
〕
の
、
｝
）
目
色
昏
○
｜
ロ
○
国
印
も
ｐ
Ｈ
ロ
四
房
ロ

も
画
』
．
蝕
昌
魚
切
丙
Ｈ
ゆ
め
唇
も
丘
○
口
の
も
四
口
』
ず
割
賦
己
ｐ
Ｑ
騨
国
再
冒
Ｑ
○
ｍ
ｍ
目
ロ
Ｈ
固
い
す
』
得
〕
豈
冠
胃
尉
○
｜
］
こ
の
己
屋
○
画
の
も
秒
・
昌
芦
ロ
ゥ
］
］
ず
、
。
四
目
の
ゆ
（
］
煙
吾

、
↑
）

の
計
○
ず
の
Ｑ
四
画
ご
胃
Ｑ
○
ｍ
ぬ
く
匡
Ｈ
も
凹
唇
芦
吊
）
ロ
『
胃
員
）
｜
］
Ｐ
⑫
己
ロ
○
口
⑳
己
四
国
鹿
の
舛
肖
鱒
ワ
曾
冒
印
］
ロ
Ｑ
ご
画
］
ロ
ヴ
四
口
ゆ
口
一
旦
ご
口
四
の
埼
函
○
口
も
四
言
』
］
口
ゆ

く
胃
昌
も
煙
昏
】
も
彦
望
』
Ｈ
Ｒ
Ｏ
｜
』
山
国
印
己
四
国
画
ｍ
Ｑ
ｐ
国
営
〕
四
ｍ
ロ
頤
吊
〕
四
一
〕
の
］
〕
〕
ｐ
Ｑ
ｐ
ｍ
ｐ
ｍ
己
○
局
”
〕
激
ｐ
Ｈ
も
Ｐ
一
〕
］
も
彦
園
旨
叶
○
｜
昏
二
巨
函
己
沙
邑
四
｝
口
印
冒
冒
（
］
ロ
ロ

Ｊ
ゴ

ロ
」

包
口
ｍ
ｐ
ｍ
己
酌
昏
一
も
彦
》
卦
Ｈ
Ｈ
○
一
言
函
Ｈ
○
一
）
ｐ
ご
色
黒
二
六
ぽ
煙
尉
ご
塑
岸
）
局
詐
の
目
も
凹
昏
』
胃
〕
ロ
］
】
Ｈ
Ｈ
Ｏ
ｌ
胃
目
色
屏
詞
』
］
〕
画
、
①
の
吋
四
ご
門
口
》
○
口
の
己
四
ロ
四
国
。
Ｈ
騨
昌
も
画

、

函
の
ぽ
ゆ
冒
己
煙
昏
一
く
ゅ
。
ご
ロ
昌
昌
民
尉
○
｜
］
（
）
］
ご
ゆ
め
毛
〕
『
○
Ｑ
言
）
旨
○
口
の
も
凹
目
］
】
○
ず
目
色
・
』
煥
罠
○
』
ぎ
め
印
固
く
○
包
め
］
〕
四
国
も
色
』
皀
己
｝
』
閨
旨
全
四
国
｜
罠
庁
、
①
ロ
ロ
』
○
ｇ
四
コ

Ｑ
”
Ｐ
ご
ず
ゆ
昏
肖
目
Ｃ
一
筆
国
。
冒
四
烏
声
空
目
〕
、
Ｃ
煙
Ｑ
旨
四
印
建
〕
酌
ロ
〕
⑱
○
四
八
一
・
戸
］
○
口
⑳
胃
冒
一
“
一
）
罰
Ｃ
Ｑ
己
騨
一
二
黒
）
］
肖
冒
胃
色
蝕
昏
一
二
）
沙
己
己
○
ぬ
闇
屋
函
砿
Ｃ
酌
ｐ
Ｈ
冒
襲
ロ
扇

比
丘
白
し
佛
・
大
徳
。
出
生
之
相
次
第
而
生
当
何
所
し
似
。
佛
言
。
比
丘
。
彼
初
下
し
種
即
当
し
有
し
生
。
彼
次
第
増
長
生
。
彼
次
第
出
胎
生
。

彼
次
第
増
長
生
。
彼
増
長
已
能
得
一
二
受
二
用
世
俗
生
圭
此
次
第
生
復
誰
所
し
生
。
衆
界
入
生
而
無
し
有
し
我
。
何
以
故
。
五
衆
等
増
長
遷
流
以

無
常
故
。
及
命
根
力
限
量
時
住
亦
為
二
無
常
所
謬
生
故
。

〔
達
磨
笈
多
訳
八
三
二
ｃ
〕

丘
白
し
佛
。
大
徳
。
所
し
有
四
種
出
生
之
相
与
望
生
老
死
一
有
二
何
差
別
却
佛
言
。
比
丘
。
彼
四
種
出
生
之
相
随
二
次
第
一
生
若
生
随
二
相
似
一

世
尊
。
云
何
而
生
。
世
尊
告
日
。
由
二
命
根
力
一
有
二
暫
時
住
一
分
限
法
故
其
性
無
常
。
即
無
常
法
如
レ
是
而
生
。

引
用
例
②
弓
．
巴
ゞ
弓
騨
。
‐
豆
．
ロ
．
且
‐
ら
）
域
１
９
ｍ
一
画
）
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〔
達
磨
笈
多
訳
八
三
二
Ｃ
ｌ
八
三
三
ａ
〕

比
丘
。
彼
四
種
出
生
之
相
時
分
破
壊
即
作
二
五
種
衰
悪
一
説
名
為
膨
老
。

比
丘
白
し
佛
・
大
徳
。
何
者
是
五
種
衰
悪
。
佛
言
。
比
丘
。
一
者
髪
衰
悪
。
髪
壊
離
し
色
故
。
二
者
依
衰
悪
依
調
身
也
。
肉
処
色
力
衰
悪
故
。

三
者
業
衰
悪
。
語
時
上
気
喘
息
故
。
住
時
曲
如
二
牛
背
曲
一
故
坐
時
向
し
前
重
し
身
故
。
行
時
按
レ
杖
故
。
意
智
繋
縛
及
念
弱
少
故
。
四
者
受

用
衰
悪
。
於
二
現
在
衆
具
中
一
受
用
下
劣
故
。
於
二
諸
遊
戯
所
し
可
レ
喜
中
一
皆
不
二
受
用
一
故
。
於
二
色
根
自
境
界
中
一
不
二
疾
行
一
不
し
及
行
故
。

五
者
命
根
衰
悪
。
寿
尽
死
近
及
少
縁
死
不
二
堪
忍
一
故
。

〔
玄
英
訳
八
四
○
ａ
〕

即
此
四
種
生
身
之
相
時
分
変
異
応
し
知
能
作
二
五
種
衰
損
一
説
名
為
し
老
。

復
言
。
世
尊
。
云
何
名
為
二
五
種
衰
損
圭
世
尊
告
日
。
一
者
鬚
髪
衰
損
。
以
二
彼
鬚
髪
色
衰
壊
一
故
。
二
者
身
相
衰
損
。
形
色
唐
力
皆
衰
損
故
。

三
者
作
業
衰
損
。
発
し
言
気
上
喘
息
遮
急
身
戦
棹
故
。
住
便
催
曲
以
二
其
腰
背
皆
無
力
一
故
。
坐
即
低
屈
身
煽
弱
故
。
行
必
按
レ
杖
身
虚
劣
故
。

凡
所
二
思
惟
一
智
識
愚
鈍
念
憎
乱
故
。
四
者
受
用
衰
損
。
於
二
現
資
具
一
受
用
劣
故
。
於
二
戯
楽
具
一
一
切
不
レ
能
二
現
受
用
一
故
。
於
二
諸
色
根
所

行
境
界
一
不
し
能
二
速
疾
明
利
而
行
一
或
不
レ
行
故
。
五
者
命
根
衰
損
。
寿
量
将
尽
隣
二
近
死
一
故
。
遇
二
少
死
縁
一
不
二
堪
忍
一
故
。

Ｈ
Ｐ
ロ
函
自
望
口
』
」
⑳
員
匡
的
の
塑
雫
］
ず
霞
崗
Ｈ
ｍ
冒
口
ご
Ｐ
Ｑ
四
目
〕
弓
ご
Ｈ
函
胃
ロ
ケ
凹
岸
昌
己
曰
く
胃
Ｈ
○
｜
の
Ｈ
○
四
函
巨
旦
ず
ゅ
口
己
○
吊
〕
岸
胃
○
胃
宮
の
弔
国
ロ
』
計
呉
』
①
国
四
・
℃
騨

（
］
四
国
鰹
ウ
四
（
］
囚
ご
画
①
一
〕
画
Ｑ
四
国
ロ
○
］
昌
声
）
い
ぼ
』
Ｈ
穴
）
『
の
画
○
口
画
耐
四
。
計
の
“
、
討
邑
冨
四
ロ
ロ
』
再
庁
）
侭
（
）
口
吊
）
、
伝
昌
も
ロ
冒
肖
胃
・
○
｜
門
ぬ
ゆ
の
℃
凹
琶
笥
胃
．
ロ
曾
鐡
口
叩
Ｈ
ゆ
ロ
の

ご
Ｃ
Ｏ
ご
Ｈ
叩
く
四
Ｑ
己
○
Ｑ
①
Ｑ
画
函
昌
Ｑ
①
岸
沙
胃
．
ず
い
四
口
島
〕
器
旨
①
、
ご
壗
宕
（
』
ｇ
ｏ
｜
煙
）
己
．
旨
の
．
ご
甸
・
の
ゆ
め
碕
禺
）
．
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Ｃ
ｓ
署
、
○
萱
ご
｝
毎
ご
侭
一
言
至
言
、
§
、
意
篁
員
、
亀
（
誰
豈
《
‐
員
狩
昌
‐
急
喜
画
雫
芦
）
医
の
。
ｍ
①
巴
○
ご
Ｑ
ｐ
ｍ
ｍ
］
皇
①
胃
）
四
宮
日
賦
］
届
国
目
（
］
吋
冒
四
目
串
）
画

ど
の
丘
営
む
○
。
①
（
］
い
ぬ
働
竺
。
］
凹
一
〕
）
○
丘
〕
ご
凹
岸
昌
閂
‐
ｐ
ご
弁
ロ
ロ
ゥ
罰
の
岸
）
ゆ
Ｈ
ロ
四
国
〕
で
秒
口
閂
苣
函
）
ａ
今
も
ｐ
Ｈ
禺
崖
函
己
ｐ
Ｈ
ご
く
い
の
庁
①
｜
Ｈ
・
の
○
ｍ
印
も
、
』
局
陛
ご
画

Ｑ
⑳
ロ
｜
民
巨
凹
Ｈ
ｇ
の
○
四
の
己
ｐ
Ｈ
鰹
ご
魚
Ｑ
四
』
言
｜
鰹
ご
妙
｝
芦
』
Ｈ
Ｐ
ｐ
ｍ
』
尉
巨
計
め
ぽ
四
国
動
員
］
Ｑ
Ｐ
轡
一
国
〕
秒
Ｈ
Ｑ
ｍ
Ｏ
ｍ
の
も
四
吋
底
○
け
一
毒
）
四
口
」
昌
胃
Ｐ
ロ
胃
も
臼
Ｈ
ｇ
ご
望
①
岸
）
璽

幽
）Ｌ

ｑ
四
国
一
閂
．
Ｑ
の
○
ぬ
の
も
鯨
Ｈ
陛
一
〕
四
声
〕
Ｈ
ｐ
ｐ
ｐ
胃
吊
）
四
Ｈ
・
ヴ
ョ
の
ご
色
旦
四
〕
〕
｜
ロ
ロ
の
口
〕
沙
昌
冒
〕
黒
）
ゆ
口
四
冒
目
ロ
ロ
の
望
】
鰹
ず
騨
昏
Ｏ
ｌ
Ｑ
ｍ
①
の
胃
○
号
Ｑ
ｐ
ｍ
Ｑ
①
』
功
蝕

ご
Ｐ
ゴ
〕
皿
『
四
口
”
』
員
背
骨
釦
ロ
四
自
動
昌
旦
目
目
冒
口
印
］
四
ｍ
Ｈ
冒
四
浸
口
己
鱒
料
．
ｍ
①
切
己
⑳
ウ
吋
四
』
印
冒
肖
口
唇
芦
吸
己
四
口
四
画
一
Ｑ
ず
ゅ
画
も
○
ｍ
Ｎ
ｐ
函
の
○
曾
〕
吋
昌
蝕
口
〕
の
ご
口
諄
〕
も
ｍ
Ｈ

、

的
冒
口
吋
己
四
］
四
印
昌
函
も
四
局
ず
》
Ｎ
ｐ
伝
○
の
ロ
①
の
函
の
二
］
国
切
計
①
一
旦
の
。
ゆ
ぬ
画
甘
陛
岸
）
凹
毒
』
Ｈ
己
煙
員
）
ぬ
局
凹
ロ
の
Ｈ
ｐ
ｍ
》
目
己
．
吊
）
秒
ご
○
ロ
も
○
・
の
。
四
ｍ
四
一
。
○
冒

す
再
四
目
も
Ｐ
冒
口
国
○
の
ロ
①
の
ご
旦
○
Ｑ
Ｑ
ｏ
’
四
）
勺
．
鰹
ず
い
．

〔
玄
英
訳
八
四
○
ａ
〕

即
於
二
此
四
生
身
相
中
一
復
有
二
六
種
死
差
別
相
韮
一
者
究
寛
死
。
二
者
不
究
寛
死
。
三
者
自
相
死
。
四
者
不
究
寛
死
分
差
別
相
。
五
者
究

寛
死
分
差
別
相
。
六
者
時
非
時
死
。
応
し
知
此
中
自
相
死
者
謂
識
離
し
身
色
根
滅
没
差
別
之
相
。
加
レ
是
名
為
下
生
身
相
中
名
色
等
相
由
二
生

老
死
一
而
有
巾
差
別
卸

生
之
相
与
二
生
老
死
一
有
二
此
差
別
↓

〔
達
磨
笈
多
訳
八
三
三
ａ
〕

比
丘
。
於
二
彼
四
種
出
生
相
中
一
亦
有
二
六
種
死
差
別
や
応
し
知
。
一
者
尽
寛
死
。
二
者
不
尽
寛
死
。
三
者
自
相
死
。
四
者
不
尽
寛
死
分
。
五

者
尽
寛
死
分
。
六
者
非
時
時
死
。
比
丘
。
於
レ
中
自
相
死
者
識
於
二
身
中
一
移
出
二
別
分
一
及
色
根
減
没
。
如
し
是
応
し
知
。
比
丘
。
名
色
等
出

引
用

例

ｊめい
（
弓
．
①
ｅ
》
回
、
亀
‐
ロ
）
ロ
”
①
ｐ
》
鞆
つ
ゆ
『
’
ず
画
）
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転
。
我
総
説
為
二
一
切
流
転
却

復
言
。
世
尊
。
是
何
処
転
。

〔
玄
装
訳
八
四
二
ａ
ｌ
ｂ
〕

復
言
。
世
尊
。
云
何
無
明
作
業
殊
勝
。
世
尊
告
日
。
応
し
知
無
明
略
有
二
二
種
所
作
事
華
秀
一
者
無
明
普
能
造
二
作
一
切
流
転
所
依
事
業
屯

二
者
無
明
普
能
造
二
作
一
切
寂
止
能
障
事
業
や
復
言
。
世
尊
。
何
等
名
為
二
一
切
流
転
壬
世
尊
告
日
。
若
是
処
転
、
若
是
事
転
、
若
如
し
是

。
§
割
、
○
意
Ｇ
ご
ｍ
ｅ
員
叱
葛
、
ミ
ミ
、
急
黄
さ
建
鼠
、
争
言
Ｓ
ｃ
の
討
罵
》
、
｝
ミ
ミ
電
、
忌
書
②
（
鈴
睡
暑
‐
皇
狩
農
‐
ミ
罫
詞
恥
圏
さ
琴
畠
ミ
冨
亀
も
ｓ
這
画
旦
亀
）
毎
め
ど
、
四
口

一
ｍ
。
○
唇
的
冨
芦
Ｈ
ロ
匙
〕
四
丘
］
四
の
○
ｍ
の
も
凹
胃
ご
』
、
の
①
己
四
国
ｐ
印
す
Ｈ
合
砂
四
国
〕
砂
計
の
函
印
こ
ご
め
己
騨
一
Ｑ
輯
の
釦
］
ｇ
〕
Ｑ
四
顕
昌
］
Ｑ
Ｏ
Ｈ
ｐ
煙
呂
ロ
四
国
頤
吊
）
Ｐ
癒
當
］
画
の
］
〕
』

“
迅

昌
〕
煙
口
〕
己
四
ｍ
ロ
］
の
の
冒
科
』
”
も
ｐ
Ｈ
ず
昌
四
の
汁
①
｜
員
〕
四
口
〕
己
酋
計
旨
四
計
巨
の
○
四
。
Ｑ
口
唇
一
こ
い
も
四
口
』
禺
詐
の
国
ゆ
ず
罰
】
口
で
四
昏
邑
］
色
の
ｏ
ｐ
国
函
胃
』
冒
昌
四
国
函
も
画

今
凹
働
一
門
ロ
塑
口
胃
も
四
計
丘
画
口
〕
の
○
画
Ｑ
Ｑ
ｐ
胃
。
○
歯
も
凹
昏
』
一
〕
煙
周
（
］
巨
頤
○
○
口
も
⑳
ロ
］
昌
臼
の
。
凹
口
ロ
○
｜
ご
計
の
宮
口
己
幽
昌
］
騨
国
〕
も
駒
命
ぽ
ゅ
胃
・
口
の
○
四
。
。
ｐ
旨
］
匡
胆

色
）

も
四
函
四
国
印
丘
①
ｐ
ｐ
－
Ｑ
ｍ
の
④
］
○
口
（
］
い
い
函
四
口
］
色
壱
一
口
”
己
四
Ｑ
四
コ
｜
”
印
口
唇
］
自
銅
も
⑳
。
四
口
一
〕
一
巨
詐
ｐ
Ｈ
ご
一
国
函
も
四
的
詐
の
｜
国
ユ
』
ご
営
国
〕
画
ご
］
も
凹

誹
｝
胃
四
ご
臼
印
○
四
口
色
口
唇
一
口
”
も
騨
望
胃
。
匡
○
’
ず
計
の
ロ
ゴ
も
四
噸
四
Ｒ
〕
目
四
一
二
肩
、
○
①
ロ
画
一
旦
輌
①
の
］
○
画
・
Ｐ
”
ず
。
四
ｍ
計
ｐ
Ｈ
ロ
凹
凶
口
己
四
吋
Ｈ
計
○
ｍ
も
Ｐ
Ｑ
ｐ
の
一
四

剣
〆

。
）

ぽ
一
口
ぬ
い
○
｜
ご
詐
印
口
邑
己
四
噸
⑳
国
嶽
一
口
”
（
〕
①
ｐ
ｐ
－
Ｑ
ｍ
①
印
］
○
口
。
四
ｍ
ご
Ｑ
Ｐ
ｍ
叶
巨
玩
旦
の
］
邑
冠
色
印
昌
色
。
。
ｐ
画
己
丘
）
訓
一
伝
一
切
詳
罰
①
旨
〕
○
面
①
Ｑ
Ｑ
Ｏ
｜
ご
汁
い
ロ
ョ

も
四
］
』
岸
ｐ
Ｈ
伝
一
口
頭
Ｃ
①
国
ｐ
－
Ｑ
ｍ
の
印
］
○
国
。
⑳
ぬ
げ
。
⑳
、
函
轟
口
思
口
四
Ｈ
ｐ
も
ｐ
Ｈ
Ｈ
鈴
○
ｍ
固
い
。
ゆ
口
］
○
ぬ
も
四
吋
目
○
口
の
の
匡
門
計
○
ぬ
も
妙
］
四
の
。
⑳
Ｒ
』
民
ロ
ハ
員
口

で
ｐ
Ｈ
関
口
］
ロ
も
沙
昏
筒
円
”
『
ロ
口
唇
〕
ロ
ｍ
も
煥
唇
○
｜
ご
計
の
ロ
ロ
も
画
国
〕
四
国
］
勺
四
計
匠
僧
固
め
の
色
Ｑ
Ｑ
ｐ
］
Ｑ
ｏ
ｍ
己
凹
ぬ
ゆ
画
の
写
①
ロ
四
一
。
”
①
、
］
９
日
Ｑ
四
”
胃
昌
Ｑ
ｏ
Ｈ

ｐ
ｍ
Ｈ
己
凹
胃
昌
も
画
命
丘
四
昌
扇
○
四
Ｑ
ｑ
ｐ
冒
口
○
ｍ
も
凹
口
觜
Ｈ
ｐ
ｐ
Ｈ
ｐ
も
四
ず
の
面
】
の
命
①
｜
］
・
○
ぬ
固
い
昏
昌
吋
庁
の
。
。
ｐ
画
一
］
○
○
ｍ
む
ぃ
伝
］
Ｑ
口
肖
］
ぬ
の
己
四
Ｑ
凹
胃
》
｜
』
。
○
ぬ

も
四
宮
智
。
旨
一
息
①
ロ
も
四
色
色
。
｜
国
〔
函
宅
凹
巨
昏
ご
Ｈ
四
ｍ
ず
こ
昏
唱
ロ
ゴ
も
閉
弄
く
ゅ
。
甘
口
ご
○
’
四
）
同
昏
Ｑ
、
巨
頭
も
画
．
亘
同
ロ
．
目
ｏ
ロ
①
Ｑ
言
ゴ
○
．

「
５
用
例
四
宅
．
且
》
忌
豆
‐
扇
四
一
〕
一
）
．
且
：
巨
一
〕
拳
１
局
曾
豈
）

世
尊
告
日
。
於
二
三
世
処
や
由
二
我
分
別
毛
復
言
。
世
尊
。
是
何
事
転
。
世
尊
告
日
。
内
外
六
処
。
由
二
我
取

Ｆ
Ｄｆ



執
や
復
言
。
世
尊
。
云
何
而
転
。
世
尊
告
日
。
諸
業
異
熟
相
続
流
転
。
由
二
我
分
別
一
由
二
邪
分
別
壬

復
言
。
世
尊
。
云
何
名
為
二
一
切
寂
止
毛
世
尊
告
日
。
一
切
寂
止
略
有
二
四
種
や
一
者
寂
ｒ
止
所
依
。
二
者
寂
止
所
縁
。
三
者
寂
止
作
意
。
四

者
寂
止
果
成
。
是
名
二
無
明
作
業
殊
勝
や

〔
達
磨
笈
多
訳
八
三
五
ａ
〕

比
丘
白
し
佛
・
大
徳
。
何
者
是
無
明
作
業
殊
勝
。
佛
言
。
比
丘
。
略
説
無
明
有
二
二
種
業
壬
応
し
知
。
一
者
一
切
諸
種
発
転
与
二
作
依
止
業
一

者
無
明
。
二
者
一
切
諸
種
背
転
与
二
作
障
磯
業
一
者
無
明
。

比
丘
白
し
佛
・
大
徳
。
何
者
是
一
切
諸
種
発
転
。
佛
言
。
比
丘
。
若
処
転
生
、
若
転
生
、
如
転
生
。
是
為
二
一
切
諸
種
発
転
韮

比
丘
白
し
佛
。
大
徳
。
何
処
転
生
。
佛
言
。
比
丘
。
流
転
道
中
。
以
二
自
我
分
別
一
故
。

比
丘
白
し
佛
。
大
徳
。
何
法
転
生
。
佛
言
。
比
丘
。
内
外
諸
入
。
以
二
自
我
摂
取
一
故
。

比
丘
白
し
佛
・
大
徳
。
云
何
転
生
。
佛
言
。
比
丘
。
業
之
与
二
報
相
続
一
発
転
。
以
二
自
我
分
別
及
邪
分
別
一
故
。

比
丘
白
し
佛
・
大
徳
。
何
者
是
一
切
諸
種
背
転
。
佛
言
。
比
丘
。
略
説
四
種
背
転
。
所
謂
一
者
背
転
依
止
。
二
者
背
転
挙
縁
。
三
者
背
転

思
念
。
四
者
背
転
果
成
。
比
丘
。
此
是
無
明
作
業
殊
勝
。

（
一
①
。
耳
包
］
四
⑩
｝
内
》
『
《
割
匡
雫
〕
冒
冒
、
つ
め
｝
）
四
一
Ｐ
⑫
（
）
泥
砂
一
）
ｐ
皆
一
計
印
］
〕
．
一
頭
顕
一
二
（
）
冒
一
〕
軸
計
、
二
］
己
、
貞
一
）
［
庁
、
四
国
〕
印
（
〕
①
恥
の
口
己
釦
晨
）
四
一
房
）
《
〕
叩
ロ
ロ
｝
）
色
国
胃
昌
ロ
〕
計
｝
戸
己
ｉ
－
．

’
、

］
〕
画
昏
】
己
］
〕
言
○
ｍ
い
〕
ロ
四
国
張
一
）
酌
一
）
↓
ず
》
識
①
一
）
時
い
、
鮨
鯉
口
“
］
》
①
］
〕
騨
一
（
］
ぬ
①
秒
一
○
コ
Ｑ
Ｐ
ｍ
。
］
酋
昌
、
己
、
↑
ご
一
］
ご
○
ご
○
ぬ
い
一
（
〉
彦
○
⑫
一
〈
く
一
弓
］
一
画
］
庁
］
胃
二
三

骨
）
色
ご
罠
己
旨
竜
○
ｍ
の
畳
』
冒
帛
）
“
』
全
Ｐ
．
｜
Ｈ
賑
）
制
一
。
］
］
の
昌
己
○
二
）
一
○
彦
○
印
目
肉
）
『
芦
』
国
一
口
再
］
〕
ロ
ロ
毛
色
ご
］
尼
岸
〕
）
『
○
ｍ
唾
と
］
ロ
も
凹
芦
‘
》
『
酉
ロ
ー
〕
］
庁
色
一
）
蛍
Ｈ
ご
）
邑
一
〕
○
’

一
〕
合
“
ロ
］
〕
帛
）
騨
冒
馬
一
目
恥
も
Ｐ
］
三
』
ロ
（
〕
旨
（
握
唱
（
〕
旨
○
叩
丙
昌
一
ロ
昼
員
冒
詐
ロ
ー
』
舅
』
）
Ｐ
言
自
己
岸
戸
》
『
Ｃ
砿
鉱
宕
再
座
時
一
隣
如
α
｜
竺
娠
①
鉱
］
Ｃ
Ｒ
〕
Ｑ
鱈
鮠
（
」
ず
煙
己
君
〕
一
国
塵

引
用
例
⑤
（
両
＆
〉
畠
幽
翫
ｌ
電
ゞ
□
且
．
』
届
騨
。
Ｉ
ご
）
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比
丘
白
し
佛
・

広
法
悪
対
や

是
故
説
名
二
勝
法
悪
対
毛

〔
達
磨
笈
多
訳
八
三
五
ａ
〕

比
丘
白
し
佛
・
大
徳
。
何
者
是
無
明
悪
対
殊
勝
。
佛
言
。
比
丘
。
勝
法
悪
対
無
明
及
広
法
悪
対
無
明
。
此
二
応
し
見
。

比
丘
白
し
佛
。
大
徳
。
云
何
勝
法
悪
対
無
明
。
佛
言
。
比
丘
。
其
五
根
中
以
レ
此
摂
取
以
レ
此
和
合
。
所
謂
慧
根
。
彼
之
悪
対
則
是
無
明
。

復
一
一
言
。
世
尊
。
如
何
無
明
障
二
磯
広
法
や
世
尊
告
日
。
言
広
法
一
者
聞
所
成
智
、
思
所
成
智
、
修
所
成
智
。
障
二
砿
此
一
者
即
是
無
明
。
是

故
説
名
三
障
二
擬
広
法
や

〔
玄
英
訳
八
四
二
ｂ
〕

復
言
。
世
尊
。
云
何
柿

復
言
。
世
尊
。
如
何
征

故
説
名
三
障
二
擬
勝
法
や

民
ロ
四
目
〕
、
戸
）
昌
冒
Ｐ
己
自
画
“
彦
旦
冒
巨
一
一
）
の
］
四
口
ご
凹
胃
砂
一
］
）
激
ゆ
ず
四
底
へ
一
昌
邑
一
斤
）
品
会
い
口
帛
）
四
局
ご
）
討
四
ご
ゆ
め
計
①
｜
昏
旦
芦
弄
色
印
計
①
い
①
“
月
伊
ご
戸
く
棹
。
ず
巴
〕
ｂ
○
昏
○

｜
Ｑ
①
昏
昌
ロ
ー
嵩
目
建
〕
ロ
ロ
も
四
唇
』
も
ぼ
く
○
ｍ
⑪
ロ
』
ロ
〕
四
目
的
毛
い
］
』
ロ
計
①
｜
Ｑ
の
印
国
凹
口
ｇ
ｐ
Ｏ
ｍ
ｍ
芦
○
宮
○
の
炭
昌
肖
胃
、
ロ
』
員
》
陣
〕
ロ
ロ
も
四
琶
骨
む
け
）
６
函
の
異
〕
①
の

一
〕
琶
色
昏
○
’
ず
‐
厨
巨
冒
忌
）
四
一
』
］
庁
四
吋
罠
叩
く
四
○
口
①
ロ
も
○
ロ
〕
○
ご
○
の
丙
］
］
禺
巨
目
】
昌
陣
〕
ｐ
ご
］
〕
煙
｝
渭
昌
己
ロ
胃
○
ｍ
の
貝
』
沙
ご
頤
も
四
』
四
ｍ
の
一
旦
四
①
の
］
○
口
Ｑ
い
ぬ
陣
戸
○
ｍ

も
ｐ
］
由
の
一
〕
胃
ロ
ロ
ヶ
ｐ
ロ
四
国
一
ず
の
沙
民
巨
の
烏
）
騨
昌
Ｐ
の
ウ
く
自
画
ご
ｐ
Ｑ
ｍ
ｐ
ｌ
ず
ゅ
叩
○
域
邑
も
ｐ
』
凹
め
ど
『
ｐ
ご
ず
い
画
」
恥
①
砂
吊
）
ゆ
言
目
目
］
目
ロ
〕
庁
ロ
ロ
国
も
四
昏
昌
も
］
〕
］
○
ｍ
の

口
］
画
冒
娠
帛
）
四
〕
』
巨
什
○
｜
〔
一
（
〕
“
］
］
凹
禺
”
〉
『
Ｐ
ｏ
ｐ
①
口
も
○
伝
一
ｃ
彦
○
唾
屏
昌
一
詫
巨
』
門
口
庁
丘
口
邑
も
四
伝
一
己
旨
）
『
Ｃ
函
鞭
“
］
』
①
α
一
〕
）
討
凹
伝
Ｃ
ｌ

大
徳
。
云
何
広
法
悪
対
無
明
。
佛
言
。
比
丘
。
所
し
有
聞
体
智
、
思
体
智
、
修
体
智
。
彼
之
悪
対
則
是
無
明
。
是
故
説
名
二

云
何
無
明
障
磯
殊
勝
。
世
尊
告
日
。
応
し
知
。
無
明
障
二
砿
勝
法
一
障
二
礦
広
法
圭

如
何
無
明
障
二
礦
勝
法
や
世
尊
告
白
。
言
二
勝
法
一
者
能
摂
二
五
根
一
命
二
其
和
合
屯
所
謂
慧
根
。
障
二
砿
此
一
者
即
是
無
明
。
是
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｝
）
計
印
自
国
も
四
国
】
四
吋
．
』
ぬ
も
画
・
色
『
）
禺
一
①
、
の
ロ
ロ
ゥ
Ｈ
①
］
も
い
｝
］
』
ず
吾
①
ご
胃
國
”
ぬ
⑳
己
旨
画
、
印
一
（
］
ぬ
①
、
一
○
国
Ｑ
秒
岨
の
国
。
ご
い
ぼ
』
Ｈ
苛
め
①
口
〕
騨
国
】
四
弓
○
口
四
旦

凸

］
自
己
丙
丘
由
亀
国
営
の
覗
雪
貝
口
も
四
屋
昌
め
①
国
昂
○
ｍ
一
口
Ｈ
ロ
四
国
胃
、
一
色
ロ
。
］
岸
Ｐ
⑩
味
①
｜
、
①
口
勗
○
四
国
Ｈ
邑
四
Ｈ
ｐ
め
』
口
冒
巨
切
①
印
吊
）
Ｐ
罰
○
口
も
沙
。
⑦
国
営
Ｑ
肩
口
〕
【
）
ｐ
Ｈ

。
、

国
】
ゆ
ず
罰
ｐ
切
己
、
．
’
ぬ
の
○
〔
｝
］
旦
○
コ
ユ
ロ
員
冒
四
一
〕
］
ゆ
め
も
画
一
ご
い
い
］
秒
口
四
』
ず
い
Ｑ
、
、
ご
ご
の
酌
、
ロ
ロ
ウ
Ｈ
①
］
も
画
く
料
口
ｐ
Ｏ
ｌ
Ｑ
の
⑳
口
凹
、
①
口
●
扇
。
ｐ
口
。
①

。
四
ｍ
ロ
房
Ｈ
ロ
詐
丘
國
丘
口
騨
ぬ
い
厨
房
）
凰
曇
の
閑
）
凹
昌
胃
ロ
ロ
○
｜
、
四
国
琶
凹
画
す
・
①
唇
、
門
．
Ｏ
Ｑ
ｐ
ｐ
国
ｍ
ｐ
ｐ
ｍ
Ｈ
Ｏ
廿
』
Ｈ
如
く
口
。
餌
ロ
ロ
声
）
叶
凹
の
ヴ
ロ
Ｈ
ｐ
四
Ｈ
ｐ
も
Ｐ
Ｈ
Ｑ
ず
く
①

ず
い
Ｈ
巨
芦
の
①
の
己
四
『
四
国
『
』
昌
詐
①
｜
Ｑ
①
胃
、
昌
獣
国
誹
屋
○
面
ロ
国
『
〕
騨
旨
胃
ｍ
Ｎ
ｐ
ｍ
⑳
Ｒ
ロ
①
。
己
画
冒
い
ゆ
毛
琶
○
旦
帛
）
騨
昏
』
の
①
〕
旨
印
○
四
ｐ
Ｈ
ロ
四
国
昂
丙
望
］
昏
○
’

。
、

ず
ぃ
門
口
〕
四
己
』
ぬ
い
ロ
顕
の
国
凹
め
｝
〕
琶
○
ａ
己
四
Ｈ
ご
ゆ
時
ロ
⑪
丙
ぐ
一
昏
○
’
○
｝
〕
①
ロ
ー
〕
○
国
曽
丘
Ｑ
Ｏ
Ｑ
も
凹
己
煙
の
己
》
５
・
も
酋
禺
国
四
到
勗
丙
罰
津
潤
○
’

〔
玄
檗
訳
八
四
二
Ｃ
〕

復
言
。
世
尊
。
云
何
無
明
随
縛
殊
勝
。
世
尊
告
日
。
乃
至
二
有
頂
一
三
界
有
情
於
二
諸
諦
中
一
所
膨
有
無
智
随
眠
随
縛
未
し
映
未
レ
減
。
由
修
彼
有

情
説
名
し
具
し
縛
・
又
此
無
智
善
趣
悪
趣
因
果
差
別
。
無
色
有
情
有
二
其
下
口
明
色
界
有
情
有
二
其
中
口
明
欲
界
有
情
有
二
其
上
ロ
虫

眠
恒
縛
。

上
者
欲
界
。

〔
達
磨
笈
多
訳
八
三
五
ｂ
〕

比
丘
白
し
佛
。
大
徳
。
何
者
是
無
明
順
縛
殊
勝
。
佛
言
。
比
丘
。
乃
至
一
有
頂
一
趣
等
三
界
衆
生
於
二
此
一
諦
中
一
若
未
レ
有
し
智
彼
無
二
空
峡

眠
恒
縛
。
亦
以
レ
彼
故
謂
二
彼
衆
生
一
為
三
具
二
足
縛
毛
若
復
善
趣
悪
趣
因
果
分
中
亦
未
し
有
し
智
彼
微
細
者
無
色
界
衆
生
、
次
中
者
色
界
、

Ｊ

引
用
例
⑤
弓
８
．
ゞ
国
）
曙
ム
》
ロ
（
己
‐
層
ご
‐
・
）

増 順
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ｑ

民
望
尋
は
『
聡
伽
師
地
論
』
に
対
す
る
一
注
釈
で
あ
り
、
不
完
全
な
形
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
し
て
の
み
現
存
す
る
。
漢
訳
の
『
験
伽

師
地
論
釈
』
（
大
正
巻
三
○
、
八
八
三
’
八
）
と
は
、
帰
敬
侭
お
よ
び
序
論
の
部
分
が
一
致
す
る
な
ど
、
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

②

い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
照
望
辱
に
お
い
て
は
『
意
地
（
ミ
ミ
さ
‐
ご
爵
ミ
）
』
の
冒
頭
の
句
に
対
す
る
注
釈
の
形
を
と
っ
て
、
ア
ー
ラ
ャ

識
と
染
汚
意
に
対
す
る
存
在
論
証
が
、
教
証
（
樹
四
目
四
）
と
理
証
（
旨
目
）
と
の
両
面
か
ら
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
、
教
証
の
部
分

③

に
つ
い
て
は
別
稿
に
て
そ
の
概
略
を
紹
介
し
て
お
い
た
が
、
そ
こ
に
煙
ョ
劇
が
ア
ー
ラ
ャ
識
の
教
証
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
禺
里
尋

は
こ
れ
以
外
に
も
数
多
く
の
経
典
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
諸
経
典
は
園
田
ざ
宮
自
身
に
よ
っ
て
大
乗
と
声
聞
乗
と
に
分
類
さ
れ
て

お
り
、
槌
ョ
肉
は
声
聞
乗
と
し
て
の
分
類
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
別
稿
で
は
引
用
部
分
の
和
訳
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
の
で
、
こ
こ

④

で
そ
の
チ
尋
ヘ
ッ
ト
語
訳
お
よ
び
両
漢
訳
の
対
応
箇
所
を
以
下
に
掲
げ
る
。

ｂ
亀
吾
、
○
意
野
営
富
国
、
ミ
、
叱
這
忌
騒
島
ミ
ミ
忌
苧
§
も
亀
の
ロ
①
ぃ
ご
く
い
ず
い
巨
日
。
○
伝
の
』
増
四
吾
一
ご
蕨
ロ
ロ
も
ゆ
ぽ
昌
岸
凹
崗
｝
昌
員
ず
ぐ
①
Ｑ

ｔ

、

吋
口
四
Ｈ
口
の
ロ
樗
昌
胃
幽
員
』
も
ｐ
Ｈ
の
①
の
己
凹
廿
昌
計
の
ロ
○
ぬ
の
Ｑ
Ｈ
ｐ
“
も
Ｏ
Ｑ
ｐ
的
・
四
国
｝
ぽ
ゅ
ご
ｇ
伽
冒
ご
胃
ロ
ロ
ヴ
四
目
〕
Ｐ
国
』
己
四
局
、
①
ｍ
も
凹
旦
四
国
Ｈ
唇
計
の
彦
口
毎
の

、

冠
ｐ
Ｈ
｝
Ｑ
凹
冒
も
ｐ
目
］
四
門
旨
の
。
②
口
伝
ず
ぐ
口
国
］
Ｐ
的
の
ｐ
ｐ
ｑ
①
ｇ
壷
］
里
四
Ｑ
Ｑ
ｐ
ｐ
Ｑ
ｐ
ご
く
①
。
』
冷
昌
』
Ｈ
屏
冒
①
ご
”
）
討
勗
Ｈ
ｐ
画
黒
口
冠
蝕
門
、
①
の
も
い
の
け
①
の
ご
ｍ
『
】

、

］
色
ぬ
い
一
。
、
①
巴
○
口
ぽ
旦
昌
岸
騨
Ｈ
Ｈ
ｐ
画
惇
・
口
も
沙
門
小
①
の
も
ゆ
ぽ
】
命
の
丘
○
ぬ
印
Ｑ
Ｈ
ｐ
函
毛
○
ず
ｍ
Ｏ
Ｑ
目
⑳
ロ
目
印
（
］
凹
吋
〕
’
ず
の
○
口
国
四
目
扇
目
胃
Ｐ
）
Ｎ
一
己
も
Ｐ
Ｑ
塵
ご
一
員
〕
』
ぬ
昌
○

⑤

ず
ゅ
昏
目
唇
。
ｐ
ご
園
①
。
Ｈ
‐
目
色
門
口
、
〔
盲
。
］
丘
四
目
自
輌
計
画
ほ
ず
）
訓
自
画
の
宮
目
昏
科
画
庁
の
ロ
口
昌
④
己
凹
Ｈ
骨
ｇ
四
口
己
四
（
黒
冒
凹
）
伝
い
四
頤
印
も
四
目
ご
四
目
届
ご
］
計
い
ぼ
①
Ｈ
ゆ
ず
の

、

頤
印
ぽ
い
口
函
望
呂
吋
口
四
民
昌
も
鯉
埼
の
○
印
も
凹
距
印
四
局
巴
内
宮
①
。
己
四
言
〕
苛
堅
胃
口
］
ぬ
く
爾
目
邑
沙
目
］
己
山
Ｈ
砂
口
］
ご
］
壱
蛍
言
』
ロ
］
四
口
目
も
蝕
吋
の
①
い
も
画
冒
ゆ
ぽ
ロ
匡
一
〕
冠
①
Ｑ

、

］
内
冒
吾
ご
ゆ
ぬ
○
ぽ
ゅ
函
印
唇
〕
○
ｍ
で
酋
禺
弓
冒
①
Ｑ
Ｑ
Ｏ
ｌ
印
丘
①
の
函
⑰
巨
冒
〕
⑳
唾
○
一

〔
玄
挺
訳
〕
復
言
。
世
尊
。
諸
所
有
行
与
二
六
識
身
一
相
応
倶
有
同
生
同
減
。
何
縁
故
説
二
行
是
識
縁
圭
世
尊
告
日
。
以
下
六
識
身
与
二
福
非

福
及
不
動
行
一
相
応
倶
有
同
生
同
滅
聖
異
熟
識
中
安
二
置
諸
行
顛
習
種
子
一
引
二
発
余
生
新
異
熟
識
や
由
二
此
道
理
心
是
故
宣
二
説
行
是
識
縁
討

〔3〕

国
選
尋
に
お
け
る
津
「
員
吻
の
引
用
例
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〔
達
磨
笈
多
訳
〕
比
丘
白
し
佛
・
大
徳
。
若
行
於
二
六
識
身
中
一
和
合
共
生
者
何
故
説
言
三
行
縁
二
於
識
記
佛
言
。
比
丘
。
此
六
識
身
中
福
非

福
不
動
等
行
和
合
共
生
共
滅
。
即
於
二
果
報
識
中
一
安
二
置
諸
行
栗
習
一
於
レ
後
新
異
出
二
生
報
識
一
作
引
二
方
便
↓
是
故
説
言
三
行
縁
二
於
識
毛

こ
の
引
用
部
分
に
つ
い
て
の
注
意
す
零
へ
き
点
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
、
こ
の
場
合
』
ヨ
釘
は
ご
冒
官
言
尋
ご
員
曹
言
函
薑
・
言
包
ミ

ミ
言
葛
冒
の
詩
鈎
ご
倉
冒
言
言
号
な
る
経
名
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
梵
文
に
還
元
す
る
と
す
れ
ば
直
患
Ｉ
員
鴎
亀
‐

寒
月
ご
倉
‐
ミ
ミ
ミ
‐
唖
ミ
ミ
と
で
も
想
定
し
う
る
が
、
本
稿
で
述
令
へ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
。
冒
昏
書
菖
言
ご
菅
と
あ
る
そ
の
原
語
は
、

冨
舟
ご
倉
で
は
な
く
§
言
噌
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
胃
望
尋
の
引
用
中
に
。
言
含
署
量
誉
言
曾
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
の
テ
キ
ス
ト
を
チ
簿
ヘ
ッ
ト
語
訳
す
る
際
用
い
ら
れ
た
原
本
の
中
に
誤
字
が
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
訳
出
の
仕
方
が
不
適
切
で
あ
っ
た
か

に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
の
経
典
名
も
ま
た
閑
の
員
、
的
尋
の
場
合
と
同
様
、
直
登
‐
ご
獄
、
皇
‐
ご
夢
言
鴇
‐
言
畠
ミ
亀
‐
の
ミ
量
と

還
元
す
る
の
が
最
も
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｊ

ま
た
、
こ
こ
に
提
示
し
た
部
分
は
、
資
料
篇
１
に
和
訳
し
た
』
冒
醐
独
自
の
十
二
支
縁
起
解
釈
に
対
す
る
比
丘
と
世
尊
と
の
間
の
質

ｆ

疑
応
答
の
中
、
第
二
「
行
支
」
お
よ
び
第
三
「
識
支
」
に
か
ん
す
る
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
の
縁
起
の
第
三
「
識
支
」
が
異
熟
識
で
あ
る
と

い
う
崖
員
ら
の
説
が
、
閏
里
辱
に
お
い
て
ア
ー
ラ
ャ
識
存
在
の
教
証
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

註
①
弓
．
＆
ざ
ｚ
ｏ
・
設
置
．
国
龍
Ｐ
罰
以
下
。

②
向
井
亮
「
ア
サ
ン
ガ
に
お
け
る
大
乗
思
想
の
形
成
と
空
観
」
（
『
宗
教
研
究
』
一
三
七
号
）
三
三
’
四
頁
。
同
「
顕
揚
聖
教
論
と
球
伽
師
地
論
」
（
『
佛

②
向
井
亮
一

教
学
』
八
号
）

③
本
稿
註
の

④
哩
由
琴
尋
〕

⑤
両
漢
訳
脂

本
稿
註
⑨
に
示
す
拙
稿
参
照
。

哩
由
琴
尋
〕
・
や
島
：
弓
言
。
‐
竜
一
玄
英
訳
八
三
九
ａ
ｔ
ｂ
、
笈
多
訳
八
三
二
ａ
。

両
漢
訳
に
よ
っ
て
こ
の
《
《
目
凹
豐
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

四
二
頁
参
照
。
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