
本
書
は
過
去
二
十
年
ほ
ど
の
間
に
各
種
の
学
会
誌
に
発
表
さ
れ
た
佛
教

語
に
関
す
る
小
篇
を
集
め
た
論
文
集
で
あ
り
、
最
後
に
附
篇
と
し
て
『
入

阿
毘
達
磨
論
』
の
チ
ベ
ッ
ト
文
よ
り
の
和
訳
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

著
者
は
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
の
よ
う
な
高
度
に
発
達
し
た
体
系
的
な

阿
毘
達
磨
諭
書
に
盛
ら
れ
て
い
る
思
想
を
、
誤
り
な
く
理
解
し
よ
う
と
す

る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
、
特
に
基
本
的
な
術
語
、

の
意
味
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
が
、
必
須
の
要
件
で
あ

る
。
」
（
五
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
、
阿
毘
達

磨
諭
書
の
み
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
佛
典
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
術
語
に
つ

い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
著
者
は
、
漢
訳
さ
れ
た
術
語
を

解
明
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
原
語
を
．
ハ
ー
リ
・
’
一
カ
ー
ャ
に
求
め
そ
の
用

例
を
初
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
ガ
ー
タ
ー
の
部
分
と
、
比
較
的
後
期
の

も
の
と
思
わ
れ
る
散
文
に
含
ま
れ
る
も
の
と
に
分
け
て
整
理
し
て
、
原
初

的
な
意
味
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
い
で
南
北
ア
ビ
ダ
ル
マ
諭
書
に

お
け
る
そ
の
語
の
用
例
、
お
よ
び
定
義
を
検
討
し
、
さ
ら
に
大
乗
佛
教
の

櫻
部
建
著

「
佛
教
語
の
研
究
」

香

lll

孝
雄

「
初
期
佛
典
に
あ
ら
わ
れ
る
『
行
』
の
語
に
つ
い
て
」
は
、
諸
行
無
常

な
ど
の
閨
昌
巴
〈
習
画
と
し
て
の
行
で
は
な
く
て
、
ひ
ろ
く
佛
教
の
実
践

修
道
を
意
味
す
る
場
合
の
「
行
」
に
つ
い
て
、
初
期
佛
典
に
お
け
る
用
例

が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
漢
訳
で
一
様
に
「
行
」
と
訳
さ
れ
て
い
て
も
そ
の

原
語
は
次
の
六
種
に
大
別
さ
れ
る
。

Ｉ
、
く
引
剛
行
ず
る
、
行
な
う
こ
と
。

Ⅱ
、
冒
茸
冨
目
苦
の
減
に
至
る
道
な
ど
、
佛
教
の
説
く
正
道
と
し
て
、

日
凹
開
騨
と
シ
ノ
’
一
ム
に
用
い
ら
れ
る
。

Ⅲ
、
冒
習
四
目
普
通
「
修
習
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
本
質
的
に
心
の
修
習

で
あ
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
道
の
修
習
で
あ
る
と
い
う
。

Ⅳ
、
冨
冨
、
一
般
に
「
苦
行
」
と
訳
さ
れ
、
佛
教
で
は
棄
て
ら
る
べ
き
行

と
さ
れ
る
が
、
時
に
は
力
む
ゞ
へ
き
正
し
い
修
練
の
行
に
も
冒
冨
い
が
用

経
論
に
見
ら
れ
る
用
例
や
意
味
を
追
求
す
る
と
い
う
周
到
か
つ
級
密
な
研

究
態
度
が
全
篇
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
佛

教
の
思
想
が
、
初
期
か
ら
ア
ピ
ダ
ル
マ
、
大
乗
へ
と
展
開
す
る
跡
を
あ
と

づ
け
よ
う
と
す
る
。
逆
に
云
え
ば
大
乗
佛
教
ｌ
こ
の
論
文
の
中
に
は
浄

土
教
に
関
す
る
術
語
も
多
い
Ｉ
が
、
初
期
佛
教
と
い
か
に
結
び
つ
く
の

か
の
問
題
に
メ
ス
を
入
れ
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
意
図
が
窺
え
る
。
こ
の
よ

う
な
研
究
は
、
広
い
学
識
を
必
要
と
し
、
梵
・
。
〈
・
蔵
な
ど
の
諸
言
語
に

通
じ
、
し
か
も
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
学
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
た
る
桜
部
博
士
に
し

て
は
じ
め
て
な
し
得
た
業
績
で
あ
ろ
う
。
以
下
各
篇
に
つ
い
て
、
筆
者
の

理
解
し
得
た
と
こ
ろ
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。

二
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い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

Ｖ
、
冒
鴨
こ
の
語
は
、
〈
く
び
き
〉
の
ご
と
く
自
由
を
束
縛
す
る
と
こ

ろ
か
ら
煩
悩
の
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
一
方
、
心
の
統
一
、
瞑
想
、

禅
定
の
意
と
し
て
も
使
用
さ
れ
、
さ
ら
に
ひ
ろ
く
実
践
行
へ
の
専
念
を
も

意
味
す
る
。

Ⅵ
、
ぐ
四
国
な
す
べ
き
つ
と
め
、
特
に
宗
教
的
な
戒
行
、
禁
行
を
あ
ら
わ

す
語
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
行
」
の
原
語
を
た
ど
れ
ば
種
々
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
も
様
々
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
把
握
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
初
期

佛
教
に
お
け
る
実
践
行
の
あ
る
ゞ
へ
き
姿
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
。

「
初
期
パ
ー
リ
佛
典
に
見
え
る
『
疑
』
の
語
に
つ
い
て
」
で
は
「
疑
」

の
概
念
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
反
意
語
た
る
「
信
」
の
あ
り
方
を

解
明
し
よ
う
と
す
る
。
初
期
パ
ー
リ
佛
典
に
お
け
る
「
疑
」
の
原
語
は
次
の

六
種
に
類
別
さ
れ
る
。
１
、
ａ
巳
匡
８
目
２
、
く
３
国
屍
３
、
冨
鳶
園

４
、
国
日
色
武
５
、
］
自
律
昌
昌
斥
色
昏
凹
６
、
閨
骨
閏
目
色

こ
の
中
、
１
，
３
，
４
，
５
，
６
は
、
ほ
と
ん
ど
シ
ノ
’
一
マ
ス
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
煩
悩
法
、
心
所
法
と
し
て
の
「
疑
」
は
、
ほ
と
ん
ど
１
が

用
い
ら
れ
、
畠
十
く
引
剴
の
希
求
相
（
識
別
し
よ
う
と
欲
す
る
）
か
ら
「
さ

ま
ざ
ま
に
考
え
よ
う
と
す
る
」
「
思
い
惑
う
」
「
疑
惑
す
る
」
と
の
意
を

生
じ
た
も
の
と
語
源
解
釈
を
な
し
、
そ
の
「
疑
‐
｜
の
用
例
を
検
討
し
た
の

ち
、
反
意
語
た
る
「
信
」
の
内
容
と
は
、
正
し
い
覚
知
を
得
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
あ
れ
こ
れ
と
思
い
惑
う
こ
と
の
な
く
な
っ
た
状
態
、
心
の
動
揺
や

お
そ
れ
が
な
く
な
り
、
も
の
ご
と
を
確
信
を
も
っ
て
了
解
す
る
に
至
っ
た

状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

「
冨
昌
目
】
日
Ｐ
颪
百
日
目
ゞ
大
悲
」
は
、
初
期
・
ハ
ー
リ
佛
典
を
精
査

す
る
と
冒
昌
目
（
慈
）
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
目
鼻
罰
（
悲
）
、
日
ロ
昌
威

（
喜
）
、
弓
馬
丙
目
（
捨
）
と
と
も
に
出
て
い
る
。
’
一
カ
ー
ヤ
で
は
菌
吋
‐

口
目
の
み
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
割
合
多
い
が
、
他
の
三
つ
が
独
自
で
出

て
く
る
こ
と
は
少
な
い
。
冨
目
目
の
内
容
と
し
て
は
「
正
法
を
説
く
こ

と
」
「
衆
生
を
教
導
す
る
こ
と
」
な
ど
の
用
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

佛
陀
の
徳
を
あ
ら
わ
す
言
葉
遣
い
の
中
で
は
冨
昌
目
お
よ
び
そ
の
縁

語
や
派
生
語
が
も
っ
と
も
多
く
、
日
２
３
や
そ
の
縁
語
は
ほ
と
ん
ど
目
立

た
な
い
。
経
蔵
後
期
の
釈
義
文
献
や
論
蔵
に
な
る
と
日
蝕
目
冨
旨
目
が

登
場
し
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
大
悲
の
術
語
が
成
立
固
定
す
る
の
は
、
経

蔵
の
後
期
か
ら
ア
ピ
ダ
ル
マ
時
代
に
か
け
て
の
頃
で
あ
ろ
う
と
し
、
一
方

佛
陀
が
一
切
衆
生
に
対
し
て
慈
悲
に
満
ち
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
は
古

く
か
ら
存
在
し
た
と
結
ん
で
い
る
。
同
じ
よ
う
に
慈
悲
と
か
憐
れ
み
の
意

に
用
い
ら
れ
る
四
口
巨
富
目
目
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
に
は
取
り
あ
げ

ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
語
と
冨
昌
目
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
知
り

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

「
勝
解
四
目
目
烏
は
に
つ
い
て
」
で
は
、
著
者
は
「
ま
ず
北
伝
の
ア

ビ
ダ
ル
マ
論
言
、
大
乗
の
諭
書
に
お
け
る
勝
解
の
意
味
を
論
じ
、
対
象
を

し
っ
か
り
と
捉
え
て
そ
れ
を
理
解
し
、
確
認
す
る
心
の
は
た
ら
き
と
定
義

づ
け
る
。
つ
い
で
南
伝
の
パ
ー
リ
・
ニ
カ
ー
ヤ
の
考
察
に
移
り
、
ニ
ヵ
ー

ャ
に
は
名
詞
形
は
あ
ま
り
あ
ら
わ
れ
ず
、
動
詞
の
受
動
形
で
は
「
結
び
つ

け
ら
れ
る
」
「
固
定
さ
れ
る
」
「
〔
：
．
…
の
上
に
〕
置
か
れ
る
」
の
意
を
有

し
、
使
役
形
で
は
「
結
び
つ
け
る
」
「
固
定
す
る
」
「
〔
定
ま
っ
た
場
所
に
〕
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置
く
」
の
意
を
基
本
と
す
る
と
し
、
邑
冨
‐
目
匡
○
が
心
に
関
し
て
用
い
ら

れ
る
と
「
そ
の
上
に
〔
心
を
〕
着
け
る
」
↓
「
そ
れ
に
〔
心
を
〕
傾
け
る
」

↓
「
そ
れ
に
対
し
て
〔
心
が
〕
揺
が
ぬ
、
そ
れ
を
確
信
す
る
」
の
意
と
な
る

と
す
る
。
そ
し
て
自
冨
目
鼻
陸
が
、
削
四
詞
四
〉
寧
昌
目
３
国
Ｐ
塁
菩
尉
四
冒
四
》

⑭
邑
筐
風
』
も
儲
且
ｐ
と
同
義
に
用
い
ら
れ
、
戸
Ｐ
匙
自
画
や
く
目
冨
ｇ
園

と
反
意
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
十
住

毘
婆
沙
論
・
地
相
品
』
に
、
信
降
四
量
目
に
つ
い
て
清
浄
冒
幽
切
旦
Ｐ
心

清
浄
・
岸
冨
‐
胃
襲
い
目
騨
信
解
且
冨
冒
烏
陸
堅
固
信
邑
ご
鼠
畠
騨
と

シ
ノ
｜
｜
ム
に
用
い
ら
れ
て
い
る
伝
統
を
、
こ
こ
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き

注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
色
巨
日
巨
自
』
酌
巳
］
目
巨
昌
は
、

１
、
〔
何
か
に
〕
意
を
向
け
る
傾
向
、
２
、
疑
惑
せ
ぬ
こ
と
、
確
信
の
二

義
が
あ
り
、
北
伝
に
い
う
心
所
の
一
つ
と
し
て
の
勝
解
と
区
別
す
ゞ
へ
き
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
有
部
の
用
例
と
し
て
、
無
為
の
解
脱
を
択

滅
、
有
為
の
解
脱
を
勝
解
と
す
る
こ
と
に
も
論
及
さ
れ
て
い
る
。

「
特
殊
な
心
所
法
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
」
で
は
１
と
し
て
「
証
と
誼
」

が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
従
来
の
佛
教
辞
典
に
よ
れ
ば
、
証
の
原
語
と
し
て

３
曾
冒
を
、
誼
の
原
語
と
し
て
目
ご
口
を
あ
て
て
い
る
の
は
誤
ま
り
で

あ
る
と
断
じ
、
玄
英
の
漢
訳
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
誰
は
目
ご
動
で
諮

は
散
嘗
昌
凹
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

２
、
「
不
楽
・
頻
申
・
謹
曹
・
食
不
平
等
性
」
で
は
こ
の
四
語
は
パ
ー

リ
・
｝
一
カ
ー
ャ
に
お
い
て
は
心
昧
劣
性
と
と
も
に
憎
沈
・
睡
眠
を
生
ず
る

も
と
と
な
る
煩
悩
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
語
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
で
は

大
し
て
重
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
称
友
の
『
倶
舎
論
疏
』
に
お
い
て
心

所
の
中
の
不
定
法
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
。

し
か
し
『
倶
舎
論
』
の
不
定
法
の
説
明
に
悪
作
・
睡
眠
・
尋
・
伺
等
の
法

で
あ
る
と
い
う
「
等
」
を
普
光
が
、
貧
・
腹
・
疑
・
慢
が
含
ま
れ
る
と
解

釈
す
る
説
が
正
し
く
、
「
不
楽
」
な
ど
を
突
如
と
し
て
心
所
法
に
数
え
あ

げ
る
称
友
の
説
は
不
自
然
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

３
「
厭
と
欣
」
で
は
、
・
ハ
ー
リ
・
ニ
カ
ー
ャ
で
厭
旨
号
寓
目
も
欣
圃
‐

昌
星
弓
》
圃
日
呂
四
も
、
か
な
り
出
て
く
る
が
、
対
語
と
し
て
用
い
ら
れ

る
例
は
な
い
。
こ
の
両
語
が
、
生
死
に
対
す
る
厭
悪
と
、
混
盤
に
対
す
る

欣
慕
と
い
う
対
語
と
し
て
出
て
く
る
の
は
北
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
特
有
で
あ
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
有
部
の
正
統
派
で
は
、
厭
と
欣
と
を

独
立
の
心
所
と
し
て
認
め
て
い
な
い
が
、
異
説
と
し
て
認
め
る
も
の
も
あ

っ
た
と
い
↑
フ
。

「
著
摩
他
殴
目
鼻
富
と
そ
の
縁
語
」
で
は
、
箸
摩
他
は
毘
鉢
舎
那
と

と
も
に
、
後
世
の
教
学
で
は
常
に
相
伴
っ
て
説
か
れ
る
重
要
な
語
で
あ
る

が
、
パ
ー
リ
の
一
一
カ
ー
ャ
で
も
早
い
成
立
の
ガ
ー
タ
ー
経
典
で
は
名
詞
形

で
出
る
こ
と
も
少
な
く
、
ま
し
て
両
語
が
伴
っ
て
出
て
く
る
こ
と
は
極
め

て
稀
で
あ
る
。
し
か
し
散
文
の
中
に
は
両
語
を
対
語
に
し
た
用
例
が
多

く
、
印
四
目
画
昏
騨
に
よ
っ
て
心
解
脱
を
成
就
し
、
ぐ
ぢ
鱒
印
団
目
に
よ
っ
て

慧
解
脱
を
成
就
す
る
と
い
う
か
ら
、
止
を
定
に
、
観
を
慧
に
結
び
つ
け

て
、
戒
・
定
・
慧
の
実
践
体
系
の
中
に
そ
れ
が
説
か
れ
て
い
る
と
論
じ
ら

れ
る
。「

無
生
智
と
無
生
法
忍
」
で
は
、
無
生
智
は
パ
ー
リ
の
古
い
部
分
に
は

あ
ら
わ
れ
ず
、
新
ら
し
い
部
分
や
論
蔵
に
あ
ら
わ
れ
る
語
で
あ
る
と
し
、

無
生
法
忍
は
大
乗
の
み
の
用
語
で
あ
っ
て
、
両
者
は
何
の
関
係
も
な
い
と

述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
忍
が
慧
の
一
つ
の
相
を
表
わ
す
言
葉
と
し
て

62



理
解
さ
れ
て
い
る
が
｝
」
の
由
来
を
パ
ー
リ
・
’
一
カ
ー
ヤ
の
中
の
昌
辣
旨
！

且
言
習
屈
去
唇
《
昌
陣
〕
目
白
日
冒
騨
且
言
曽
国
‐
鳫
冒
］
昼
に
見
出
し
て
い
る
。

弓
不
退
」
に
つ
い
て
ｌ
舟
橋
博
士
と
上
杉
氏
の
所
論
を
読
ん
で
ｌ
」

で
は
正
定
聚
不
退
転
の
思
想
と
、
無
生
法
忍
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
舟
橋

一
哉
博
士
と
上
杉
思
朗
氏
の
所
論
を
紹
介
し
、
つ
い
で
不
退
曽
昌
］
弓
胃
‐

菌
冒
冒
』
四
く
冒
言
胃
ｑ
四
の
語
の
起
源
を
．
〈
－
リ
佛
典
の
中
に
求
め
よ
う

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
明
確
な
結
論
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

「
阿
迦
尼
師
距
天
の
呼
称
に
つ
い
て
」
で
は
阿
迦
尼
師
叱
天
の
原
語
は
、

ふ
つ
う
鳥
四
日
顕
匡
国
と
綴
り
、
時
に
は
晶
冨
昌
啓
目
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
が
、
こ
の
語
の
原
初
形
態
は
い
ず
れ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
何
で
あ

る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
種
々
論
究
さ
れ
る
が
、
結
局
、
そ

の
確
か
な
由
来
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
お
そ
ら
く
佛
教
以
前
に

遡
る
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

「
玄
英
訳
『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
『
体
』
の
語
に
つ
い
て
」
で
は
、
玄

英
訳
『
倶
舎
論
』
に
「
体
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
も
の
の
原
語
と
し
て
、
１
、

の
ぐ
ゅ
ヴ
ゴ
習
閣
２
、
胃
ゆ
く
望
色
３
、
ず
ぽ
習
勲
４
，
弾
目
色
ロ
）
‐
弾
目
呉
畠
．

‐
弾
昌
冨
の
四
種
が
数
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
中
、
「
体
」
な
る
語
で
訳
さ
れ

る
観
念
を
あ
ら
わ
す
代
表
的
な
語
は
習
号
園
ぐ
色
で
あ
る
と
す
る
。
「
倶

舎
論
・
随
眠
品
』
に
、
「
法
の
習
騨
ｇ
習
宙
は
あ
ら
ゆ
る
時
に
存
在
す
る

け
れ
ど
も
、
法
の
ｇ
習
騨
は
常
住
だ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
説
か
れ

る
よ
う
に
、
有
部
の
法
の
理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
実
有
な
る
法
の
観
念
の

上
に
打
ち
建
て
ら
れ
た
と
、
有
部
の
考
え
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
説
一
切
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
八
種
の
『
形
色
』
と
六
種
の

「
味
」
」
は
、
ま
ず
色
（
昌
冒
）
に
つ
い
て
有
部
で
は
顕
色
と
形
色
と
に
分

つ
が
、
形
色
は
長
・
短
・
方
・
円
・
高
・
下
・
正
・
不
正
の
八
種
で
あ
る

と
す
る
。
と
こ
ろ
で
梵
文
の
『
倶
舎
論
』
に
よ
る
と
「
方
」
、
「
円
」
に
当

る
と
こ
ろ
が
自
陣
四
』
富
国
目
四
口
３
宮
と
な
っ
て
い
て
、
ぐ
甘
曾
を
「
方
」

の
意
に
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
問
題
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
種
会
論

究
の
結
果
、
Ｎ
・
タ
テ
ィ
ヤ
博
士
の
示
唆
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
推
論
を

下
さ
れ
る
。
原
初
の
八
種
は
漢
訳
に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
そ
の
中
の
「
方
」

は
梵
文
「
倶
舎
論
・
業
品
』
に
あ
る
ご
と
く
、
・
鼻
日
詠
国
で
あ
り
、
「
円
」

は
昌
芹
印
で
あ
っ
た
。
勺
胃
冒
扇
且
騨
冒
は
、
も
と
も
と
目
ヰ
圏
の
語
が

多
義
を
含
む
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
が
「
円
」
の
意
な
る
こ
と
を
明
示
せ
ん

が
た
め
に
行
間
に
加
え
ら
れ
た
註
記
で
あ
っ
た
も
の
が
、
い
つ
の
ま
に
か

・
胃
目
院
国
が
消
え
て
月
茸
騨
を
「
球
」
、
恵
凰
目
２
畳
蝕
辰
を
「
円
」
の

意
に
分
け
て
解
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

次
の
「
味
」
に
つ
い
て
は
、
漢
訳
の
有
部
諭
書
に
甘
・
酢
・
醜
．
辛
・

苦
・
淡
の
六
味
を
数
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
最
後
の

「
淡
」
で
、
こ
の
原
語
は
冨
獣
覇
（
し
ぶ
さ
）
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば

渋
と
す
尋
へ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
渋
と
す
る
と
有
部
論
害
で
は
触
、
あ
る

い
は
所
触
の
一
種
に
あ
る
か
ら
そ
の
混
同
を
防
ぐ
意
味
で
、
そ
の
代
り
に

「
淡
」
の
語
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
、
他
の
論
書
に
お
い

て
も
完
全
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
こ
の
証
明
と
さ
れ
て
い
る
。

三
華
厳
』
と
い
う
語
に
つ
い
て
」
で
は
「
華
厳
」
の
原
語
が
四
く
呉
騨
‐

昌
轆
皇
国
で
あ
る
か
、
磐
息
Ｐ
‐
ご
首
言
↑
で
あ
る
か
を
論
じ
、
著
書
は
そ
の

原
語
を
目
国
言
ゞ
目
圏
冨
で
あ
る
と
断
定
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
佛
華

厳
」
と
い
う
場
合
、
盲
目
曽
騨
‐
鱒
ご
震
言
。
勗
皀
畠
と
い
う
表
現
は
あ
る
が
、

ｇ
呂
冨
‐
鴇
且
（
〒
ぐ
望
巳
国
と
い
う
表
現
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
明
解
に
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結
論
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
語
は
跨
ぐ
沙
目
一
国
文
献
中
の
佛
の
神
変

を
伝
え
る
説
話
の
中
に
胚
胎
し
て
い
る
と
し
て
用
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
世
親
の
『
浄
土
論
』
に
見
え
る
『
如
実
修
行
』
の
句
に
つ
い
て
」
で

は
「
如
実
修
行
」
の
句
は
世
親
造
、
菩
提
流
支
訳
の
釈
経
諭
に
よ
く
出
て

く
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
如
実
の
原
語
に
つ
い
て
は
罰
験
昏
習
彦
昇
四
日
を

想
起
す
る
が
、
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
『
文
殊
師
利
問
経
論
』
は

チ
ベ
ッ
ト
訳
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
推
測
す
る
と
ず
薗
昇
『
四
目
と
四
国
ロ
‐

号
胃
自
画
冒
胃
５
胃
は
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ｐ
国
目
冨
Ｈ
ｇ
四
‐
冒
胃
名
目
丘

は
普
通
「
随
法
行
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
『
中
辺
分
別
論
』
と
、
そ
れ
に
対

す
る
安
慧
釈
よ
り
す
れ
ば
こ
の
語
は
「
法
界
等
流
の
教
え
に
よ
っ
て
詮
わ

さ
れ
た
一
切
の
染
浄
の
諸
法
を
、
箸
摩
他
、
毘
婆
舎
那
等
の
修
習
に
よ
っ

て
、
そ
れ
が
詮
わ
さ
れ
た
ご
と
く
、
如
実
に
現
証
す
る
こ
と
」
と
い
う
意

味
に
解
釈
さ
れ
る
か
ら
、
流
支
が
四
ョ
員
冒
胃
冒
騨
‐
目
色
陸
冒
昌
を
「
如
実

修
行
」
と
訳
し
た
意
味
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

「
親
鴬
の
述
作
に
見
え
る
『
業
』
の
語
の
用
例
」
親
欝
の
述
作
中
に
は

「
業
」
の
語
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
般
佛

教
に
お
け
る
業
と
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
聖
人
の

直
接
の
述
作
中
か
ら
そ
の
使
用
例
を
抽
出
し
て
整
理
し
た
の
が
こ
の
論
稿

で
あ
る
。
整
理
に
当
っ
て
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
Ｉ
、
業
因
、

Ⅱ
、
正
定
業
・
正
業
・
浄
業
な
ど
、
Ⅲ
、
大
願
業
力
な
ど
、
Ⅳ
、
三
業
な

ど
、
Ｖ
、
雑
業
・
助
業
な
ど
、
Ⅵ
、
悪
業
・
善
業
な
ど
、
Ⅶ
、
業
繋
・
業

垢
、
Ⅷ
、
そ
の
他
、
こ
れ
を
さ
ら
に
細
分
類
し
て
、
そ
の
文
を
抜
害
き
し

て
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
論
究
は
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に

親
鴬
聖
人
の
業
に
関
す
る
遺
文
を
整
理
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
業
論
の
み
を

以
上
の
ご
と
く
、
本
書
に
収
録
さ
れ
た
研
究
は
、
佛
教
語
の
い
ち
い
ち

を
初
期
の
経
典
か
ら
、
後
期
の
佛
典
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る

用
例
と
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
教
思
想
の
展
開
の
跡
を
見

き
わ
め
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
で
さ
ら
に
多
く
の
基
本

的
な
佛
教
語
に
つ
い
て
の
解
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
佛
教
思
想
史

が
よ
り
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
桜
部
博
士
の
ご
専
門
の

ア
ピ
ダ
ル
マ
教
学
に
関
し
て
は
水
も
漏
ら
さ
函
級
密
さ
で
論
が
展
開
さ
れ

研
究
し
て
も
、
聖
人
の
教
学
を
浮
彫
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
附
篇
『
入
阿
毘
達
磨
論
』
（
チ
ベ
ッ
ト
文
よ
り
の
和
訳
）
」
で
は
序
言

に
お
い
て
『
入
阿
毘
達
磨
論
』
の
研
究
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
論
は

有
部
教
学
の
中
心
で
あ
る
法
の
体
系
を
簡
明
に
説
き
明
か
し
て
い
る
こ
と
。

作
者
に
つ
い
て
は
、
漢
訳
は
塞
建
地
羅
と
す
る
が
、
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
承
は

そ
れ
を
伝
え
な
い
こ
と
、
塞
建
地
羅
の
原
名
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
、
光
記
・

宝
疏
の
伝
え
る
世
親
の
先
輩
で
あ
り
、
衆
賢
の
師
と
し
て
の
塞
建
地
羅
と

は
明
確
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
ま
さ
し
く
の
作
者
に
つ
い
て

は
結
論
を
ひ
か
え
て
い
る
。
成
立
年
代
は
『
倶
舎
論
』
と
同
時
か
、
や
や

そ
れ
に
先
立
つ
時
代
の
成
立
で
あ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
五
つ
が
あ

げ
ら
れ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
八
句
義
の
説
は
世
親
の
『
大
乗
五
瀧
論
」

と
よ
く
似
て
い
る
が
、
心
所
の
説
き
方
に
つ
い
て
は
月
称
の
『
五
穂
論
』

が
さ
ら
に
よ
く
似
て
い
て
、
全
体
と
し
て
見
て
も
世
親
の
『
五
瀧
論
』
よ

り
も
月
称
の
『
五
纈
論
』
の
方
が
『
入
阿
毘
達
磨
論
』
に
近
い
と
述
ぺ
ら

れ
て
い
る
。

三
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て
い
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
初
期
佛
教
か
ら
親
鸞
教
学
に
及 

ぶ
博
士
の
博
識
に
は
、
た
だ
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
欲 

を
言
わ
し
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
佛
教
語
に
つ
い
て
調
査
さ
れ
た
用
例
の 

ほ
と
ん
ど
が
佛
典
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
な
り
行
き
で
あ
る
が
、
さ
ら
に

バ
ラ
モ
ン
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
、
佛
教
以
外
の
文
献
に
お
け
る
用
例
を 

も
示
し
て
い
た
だ
い
た
な
ら
ば
、
佛
教
が
イ
ン
ド
思
想
史
上
に
占
め
る
位 

置
も
、
さ
ら
に
明
確
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(
昭
和
五
十
年
七
月
、
文
栄
堂
、A
5

版
、
二
、
五
〇
〇
円)
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