
缶
．
〆
，
ゲ
ョ
Ｐ
員
廠
冒

こ
の
労
作
に
つ
い
て
は
す
で
に
「
佛
教
研
究
」
第
２
号
（
昭
和
鞭
年
３
月
）

誌
上
に
渡
辺
文
麿
氏
に
よ
る
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
著
者
ウ
ォ
ー
ダ
ー

博
士
に
つ
い
て
、
お
よ
び
こ
の
吉
の
内
容
の
大
綱
に
つ
い
て
は
、
就
い
て

見
ら
れ
た
い
。
そ
の
上
に
ま
た
こ
こ
に
卑
見
を
陳
ぺ
よ
う
と
す
る
の
は
、

た
だ
こ
の
六
百
・
ヘ
ー
ジ
に
余
る
大
著
の
中
で
わ
た
し
に
と
っ
て
注
目
を
引

く
い
く
つ
か
の
論
点
に
関
し
て
の
み
で
あ
る
。

シ
ャ
カ
ム
’
一
の
人
寿
八
十
歳
と
い
う
伝
承
に
つ
い
て
は
、
先
に
Ａ
・
フ

ー
シ
ェ
ー
が
疑
念
を
表
明
し
た
Ｐ
ｐ
ａ
Ｃ
自
国
ｃ
且
号
伊
壱
隠
甲
望
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
、
八
十
歳
と
い
う
数
字
が
イ
ン
ド
で
一
般
に
人
寿
を
全

う
し
た
場
合
の
命
数
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
合
わ
せ
た
に
過
ぎ

な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
得
る
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
に
は
、
成
道

三
十
五
歳
入
滅
八
十
歳
行
化
四
十
五
年
と
す
る
と
そ
の
最
後
の
十
五
年
に

つ
い
て
佛
伝
の
資
料
は
何
も
語
る
と
こ
ろ
が
無
い
と
い
う
こ
と
、
に
基
づ

く
。
そ
こ
で
、
八
十
歳
入
滅
と
い
う
伝
承
に
お
い
て
、
シ
ャ
ヵ
ム
ニ
の
寿

目
ロ
呂
閏
］
國
巨
・
包
昏
］
閏
邑

1

桜

部
建

は
実
際
よ
り
十
五
年
ほ
ど
引
き
延
ば
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
、
と
フ
ー
シ
ェ

ー
は
考
え
た
。
こ
の
書
の
著
者
も
「
こ
の
八
十
歳
と
い
う
数
字
は
、
す
で

に
非
常
に
早
い
時
代
に
改
鼠
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
に
足
る
或

る
理
由
が
あ
る
」
と
い
い
、
実
際
は
そ
れ
よ
り
二
十
年
ほ
ど
差
引
き
得
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
推
定
を
述
べ
て
い
る
念
．
仁
）
が
、
そ
こ
に

挙
げ
ら
れ
る
理
由
は
、
ビ
ン
ピ
サ
ー
ラ
王
に
つ
い
て
バ
ラ
モ
ン
教
の
側
に

伝
え
ら
れ
る
伝
承
と
佛
教
の
側
に
伝
え
ら
れ
る
そ
れ
と
が
相
容
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

事
実
、
も
し
数
字
に
誇
張
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
著
者
の
言
う
と
お

り
「
非
常
に
早
い
時
代
」
の
こ
と
に
相
違
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
そ

の
よ
う
な
事
が
あ
り
得
な
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ

の
推
断
の
域
以
上
に
出
る
の
に
は
あ
ま
り
に
も
時
が
た
ち
過
ぎ
て
い
る
、

と
思
わ
れ
る
。

イ
ン
ド
佛
教
史
上
に
複
数
の
竜
樹
が
あ
っ
た
の
は
「
十
分
に
確
か
な
こ

と
」
で
あ
る
と
す
る
著
者
は
、
第
一
の
竜
樹
、
す
な
わ
ち
中
論
偶
・
廻
諄

論
・
空
七
十
論
偶
な
ど
の
著
者
、
を
ひ
と
え
に
大
乗
の
論
師
と
し
て
見
る

べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
全
く
独
自
な
見
解
を
立
て
、
次
の
よ
う
に
論
ず

づ
（
》
Ｏ

ｌ
こ
の
竜
樹
は
大
乗
お
よ
び
大
乗
経
典
に
つ
い
て
全
く
関
説
し
て
い

な
い
。
彼
が
関
説
し
て
い
る
経
典
は
す
べ
て
古
三
蔵
の
そ
れ
、
特
に
雑
阿

含
、
で
あ
っ
て
、
彼
の
立
場
は
古
三
蔵
の
正
し
い
解
釈
を
打
建
て
よ
う
と

し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
彼
が
大
乗
経
典
の
存
在
に
つ
い
て
関
知
し
て
い

ワ
ョ
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た
と
い
う
こ
と
す
ら
ほ
と
ん
ど
立
証
し
難
い
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
大
乗
佛

教
徒
が
好
ん
で
用
い
る
「
声
聞
」
と
い
う
証
称
を
そ
の
著
作
の
中
に
一
度

も
用
い
て
い
な
い
。
彼
は
大
乗
に
も
小
乗
に
も
与
す
る
者
で
な
く
「
中
」

論
者
で
あ
る
。
彼
は
「
有
」
の
見
を
破
し
法
の
無
自
性
を
説
く
か
ら
、
彼

の
立
場
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
一
般
的
傾
向
と
背
馳
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
も
し
彼
が
何
れ
か
一
方
の
立
場
を
と
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
自
身
の
説
く
無
自
性
・
空
の
教
義
と
背
反
す
る
こ
と

に
な
る
。
彼
は
た
だ
新
古
の
佛
教
諸
派
を
単
一
の
佛
教
に
統
一
し
、
シ
ャ

カ
ム
｝
一
自
身
の
原
教
義
に
立
返
ら
し
め
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

ｌ
竜
樹
が
、
彼
の
古
三
蔵
理
解
を
基
と
し
て
、
古
佛
教
と
大
乗
と
を

統
一
す
る
こ
と
に
、
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
後

も
ア
ビ
タ
ル
マ
諸
派
は
「
有
自
性
」
論
を
捨
て
な
か
っ
た
し
、
大
乗
者
の

大
部
分
は
古
三
蔵
を
卑
小
な
教
え
と
し
て
菩
薩
の
棄
て
て
顧
み
ざ
る
今
へ
き

も
の
と
し
て
い
た
。
彼
の
死
後
「
中
」
観
派
は
急
速
に
大
乗
と
い
う
一

「
辺
」
に
附
し
古
佛
教
と
完
全
に
相
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
の
直
弟

子
聖
提
婆
す
ら
す
で
に
佛
教
を
「
菩
薩
の
道
」
と
し
て
示
し
て
い
る
、
と

（
や
も
、
い
『
の
ｌ
⑬
四
コ
）
Ｑ

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
智
度
論
の
作
者
が
第
一
の
竜
樹
か
ら
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
提
婆

と
並
ん
で
第
一
の
竜
樹
の
直
弟
と
考
え
ら
れ
る
第
二
の
竜
樹
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
名
を
ナ
ー
ガ
あ
る
い
は
ナ
ー
ガ
ポ
ー
デ
ィ
と
い
い
、
そ
れ
が
し
ば

し
ば
師
の
名
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
と
同
一
視
さ
れ
た
。
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
史

に
ナ
ー
ガ
フ
ヴ
ァ
ャ
あ
る
い
は
タ
タ
ー
ガ
タ
バ
ド
ラ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
が
そ
の
人
で
あ
る
。
中
観
派
と
大
乗
経
典
と
の
関
連
は
彼
の
上
に

お
い
て
は
じ
め
て
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
含
認
巴
。
（
著
者
が
こ
の
説

を
な
す
時
、
智
度
論
の
作
者
に
つ
い
て
綿
密
な
考
証
を
し
て
そ
れ
の
中
論

偶
の
作
者
と
別
人
な
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
〃
Ｅ
・
ラ
モ
ー
ト
の
智
度
論

訳
第
三
巻
は
、
ま
だ
参
見
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
著
者
は
十

二
門
論
も
同
じ
第
二
の
竜
樹
の
作
と
し
て
い
る
が
、
十
二
門
論
が
中
論
偶

の
作
者
竜
樹
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
投
じ
た
安
井
博
士
の
説

（
「
十
二
門
論
は
果
し
て
龍
樹
の
著
作
か
’
’
十
二
門
論
『
観
性
門
』
の
偶
頌
を
中
心

と
し
て
ｌ
」
印
度
学
佛
教
学
研
究
第
六
巻
第
一
号
）
は
参
照
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
。
）

さ
ら
に
第
三
の
竜
樹
と
し
て
著
者
は
弓
昌
８
同
Ｐ
目
色
や
曾
曾
］
冒
巨
‐

号
瞥
］
扉
。
ｇ
、
四
の
作
者
た
る
密
教
の
諭
師
を
挙
げ
る
言
．
鹿
や
巴
。
ナ
ー

ガ
フ
ヴ
ァ
ャ
（
竜
叫
）
す
な
わ
ち
こ
こ
に
い
う
第
二
の
竜
樹
お
よ
び
「
新
」

竜
樹
す
な
わ
ち
こ
こ
に
い
う
第
三
の
竜
樹
に
つ
い
て
最
初
に
関
説
し
た
の

は
寺
本
椀
雅
「
新
竜
樹
伝
の
研
究
」
（
大
正
十
五
年
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

は
智
度
論
・
十
二
門
論
も
十
住
毘
婆
沙
論
も
「
古
」
竜
樹
に
帰
せ
ら
れ
て

お
り
、
ナ
ー
ガ
フ
ヴ
ァ
ヤ
と
ナ
ー
ガ
ボ
デ
ィ
と
は
ま
た
別
人
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
わ
た
し
に
は
こ
の
よ
う
な
点
に
立
入
る
知
識
が
全
く
無
い
が
、

問
題
の
複
雑
さ
は
想
察
せ
し
め
ら
れ
る
。

著
者
は
世
親
に
つ
い
て
も
複
数
説
を
採
り
、
Ｅ
・
フ
ラ
ゥ
ワ
ル
ナ
ー
の

論
よ
り
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
い
る
点
も
あ
る
。
そ
こ
で
著
者
に
よ
っ
て

無
着
の
弟
た
る
世
親
の
著
作
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
「
中
辺
分
別
論
」

そ
の
他
無
着
の
論
に
対
す
る
釈
、
三
十
頌
、
二
十
論
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ

3
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ら
に
は
無
着
の
学
説
の
外
に
出
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
、
と
著
者
は
考

え
る
。
論
理
に
関
す
る
「
世
親
」
の
三
著
作
（
そ
の
中
、
二
つ
の
も
の
の
断
片

の
み
他
書
中
の
引
用
と
し
て
現
存
）
も
、
五
支
作
法
を
改
め
三
支
と
し
て
い
る

点
で
無
着
と
一
致
し
て
い
る
か
ら
、
無
着
の
弟
の
作
ら
し
い
、
と
い
う

念
．
燈
や
ｅ
。
こ
こ
で
は
「
世
親
」
は
現
量
・
比
量
の
み
し
か
認
め
て
い

な
い
の
に
対
し
て
、
倶
舎
論
の
中
（
Ｉ
、
一
三
六
）
で
は
三
量
説
が
採
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
念
．
ミ
巴
。

さ
て
無
着
の
弟
世
親
と
は
別
人
な
る
倶
舎
論
の
作
者
世
親
は
成
業
論
の

作
者
で
も
あ
り
、
経
量
部
師
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
る
（
や
鹿
巴
。
ス
マ
テ

ィ
シ
ー
ラ
が
成
業
論
主
を
経
祁
師
と
し
て
い
る
よ
う
に
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ

が
倶
舎
論
主
を
経
部
師
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ

れ
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
「
多
く
カ
シ
ュ
ミ
ー
ラ
の
毘
婆
沙
師
の
義
理
に

よ
っ
て
説
か
れ
」
た
と
明
言
し
（
Ⅷ
、
四
○
）
て
い
る
倶
舎
論
の
立
場
を
た

だ
ち
に
経
量
部
の
そ
れ
と
断
じ
て
し
ま
う
こ
と
は
や
は
り
問
題
で
あ
ろ
う
。

倶
舎
論
が
説
一
切
有
部
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
長
い
伝
統
を
受
け
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
全
く
議
論
の
余
地
が
無
い
。
そ
れ
が
し
ば
し
ば
経
部
の

説
を
採
っ
て
有
部
の
伝
統
説
を
批
判
す
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、

時
に
は
経
部
の
説
を
挙
げ
な
が
ら
必
ず
し
も
そ
れ
に
拠
っ
て
い
な
い
箇
処

も
あ
る
。
「
部
宗
の
摂
属
」
は
シ
ナ
・
日
本
の
倶
舎
学
の
伝
統
の
中
で
久

し
く
論
ぜ
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
結
論
で
あ
る
「
理
長
為

宗
」
説
が
、
や
は
り
、
論
の
内
容
に
最
も
適
合
し
て
い
る
、
と
わ
た
し
な

ど
に
は
考
え
ら
れ
る
。

な
お
唯
識
派
の
巨
匠
世
親
と
倶
舎
論
主
世
親
と
を
別
人
と
す
る
新
古
二

世
親
説
自
体
に
、
わ
た
し
は
な
お
従
い
難
い
も
の
を
感
じ
る
。
フ
ラ
ウ
ワ

成
実
論
主
を
多
聞
部
に
属
す
る
と
断
ず
る
念
．
と
巴
の
に
も
問
題
が

あ
ろ
う
。
吉
蔵
が
多
聞
部
と
成
実
論
と
の
関
連
に
触
れ
て
い
る
こ
と
（
三

論
玄
義
、
岩
波
文
庫
本
圃
巨
聖
は
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
同

時
に
訶
梨
政
摩
を
「
薩
婆
多
部
鳩
摩
羅
陀
弟
子
」
と
も
い
う
（
同
上
害
勺

穐
、
ま
た
壱
屋
ｅ
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
成
実
論
中
の
空
思
想
が
大
乗

の
影
響
を
含
む
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
と
い
い
、
多
聞
部
の
立
て
る

「
五
音
」
の
説
、
す
な
わ
ち
無
常
・
苦
・
空
？
無
我
・
浬
桑
寂
静
の
五
を

「
能
引
出
離
道
」
と
な
す
説
、
の
中
の
「
空
」
と
そ
れ
と
に
連
関
を
見
よ

ル
ナ
ー
説
の
論
点
で
問
題
に
な
る
二
、
三
は
か
つ
て
指
摘
し
た
（
印
度
学
佛

教
学
研
究
Ｉ
ノ
ー
、
二
○
五
’
八
・
ヘ
ー
ジ
）
。

ス
カ
ン
デ
ィ
ラ
は
「
明
ら
か
に
」
入
阿
毘
達
磨
論
の
作
者
で
あ
る
と
い

う
言
．
喝
巴
が
、
そ
れ
の
認
め
難
い
こ
と
に
つ
い
て
は
か
っ
て
論
じ
た

（
桜
部
建
「
入
阿
毘
達
磨
論
の
研
究
」
大
谷
大
学
研
究
年
報
第
十
八
集
）
。
「
塞
握

地
羅
」
と
写
さ
れ
た
名
前
の
原
形
が
際
い
且
冒
厨
で
あ
る
と
見
る
こ
と

さ
え
、
多
分
Ｓ
・
ビ
ー
ル
の
推
断
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
あ
ま
り
根

拠
は
無
い
し
、
そ
の
塞
腱
地
羅
が
「
悟
入
」
と
訳
さ
れ
（
／
・
）
そ
れ
が
衆

賢
の
師
で
あ
る
こ
と
も
単
な
る
伝
承
の
域
を
出
な
い
。
新
出
の
ア
ビ
ダ
ル

マ
デ
ィ
ー
パ
の
作
者
を
ヴ
ィ
マ
ラ
ミ
ト
ラ
と
な
す
谷
．
ミ
巴
こ
と
も
ま

た
、
そ
の
校
訂
者
Ｐ
．
Ｓ
・
ジ
ャ
イ
ニ
の
あ
て
推
量
以
上
に
何
ら
証
拠
は

無
い
。
ジ
ャ
イ
’
一
す
ら
単
に
推
測
と
し
て
述
葡
へ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
を

「
明
ら
か
に
」
そ
う
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
の
は
余
り
に
も
速
断
に
過
ぎ

」
生
』
「
ノ
Ｑ
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う
と
す
る
が
、
他
に
よ
ほ
ど
の
傍
証
が
無
い
限
り
、
い
か
に
も
無
理
な
議

論
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
故
高
井
僧
正
と
「
成
実
論
に
顕
は

れ
た
る
思
想
を
此
の
多
聞
部
の
宗
義
に
比
較
し
此
れ
を
考
察
す
。
へ
く
、
余

り
に
多
聞
部
の
遺
さ
れ
た
る
教
理
の
貧
弱
な
る
を
悲
し
ま
ざ
る
を
得
ず
」

（
小
乗
佛
教
概
論
一
○
六
・
ヘ
ー
ジ
）
と
い
う
感
を
等
し
う
す
る
。

馬
鳴
の
属
す
る
部
派
を
多
聞
部
と
決
定
す
る
ｅ
画
弓
》
認
雫
ち
）
の
も

肯
き
が
た
い
。
そ
れ
は
多
分
に
Ｅ
・
Ｈ
・
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
の
説
に
導
か
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
（
そ
し
て
馬
鳴
を
多
聞
部
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
上

述
の
訶
梨
賊
摩
多
聞
部
説
も
出
た
の
で
あ
ろ
う
が
）
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
の

説
（
国
目
己
昌
○
胃
岸
四
も
騨
粋
目
》
忌
苫
ゞ
目
曾
○
目
ｏ
は
○
口
）
そ
の
も
の
が

夙
に
（
冒
画
曽
蒟
①
め
。
ご
ロ
○
尉
鼻
９
口
且
三
名
の
⑳
〕
ぐ
．
巳
笥
）
批
判
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
馬
鳴
の
所
属
部
派
に
関
す
る
他
の
諸
説
、
な
ど
に
つ
い
て

は
金
倉
博
士
の
「
馬
鳴
の
研
究
」
（
昭
和
四
十
一
年
、
平
楽
寺
書
店
）
第
一
章

に
く
わ
し
い
。
な
お
そ
こ
で
の
金
倉
博
士
の
結
論
は
、
馬
鳴
の
立
場
は
経

部
の
そ
れ
に
近
い
と
見
得
る
け
れ
ど
も
な
お
深
く
尋
求
す
る
要
が
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

究
寛
一
乗
宝
性
論
の
作
者
に
つ
い
て
、
著
者
は
や
は
り
ジ
ヨ
ン
ス
ト
ン

の
説
に
ひ
か
れ
て
か
そ
れ
を
（
唯
識
派
の
註
釈
者
安
慧
と
は
別
人
な
る
）
ス

テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
と
い
う
人
で
別
名
を
サ
ー
ラ
マ
テ
ィ
と
も
い
う
と
し
て
い

る
。
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
の
説
（
閃
四
目
紺
○
吋
四
ぐ
ぎ
同
盟
』
ら
９
．
国
。
Ｈ
の
言
○
巳
）

に
対
し
て
は
故
宇
井
博
士
（
「
宝
性
論
研
究
」
、
昭
和
三
十
四
年
、
岩
波
書
店
、
九

一
。
ヘ
ー
ジ
以
下
）
の
き
び
し
い
批
判
が
あ
る
。
宇
井
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
の

論
は
漢
訳
の
伝
承
す
る
ご
と
く
堅
慧
す
な
わ
ち
サ
ー
ラ
マ
テ
ィ
の
作
と
見

て
毫
も
差
支
え
な
く
、
サ
ー
ラ
マ
テ
ィ
を
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
託
と
考
え

る
要
は
無
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
論
の
内
容
に
つ
い
て
、
著
者
が
、

論
主
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
「
竜
樹
と
は
大
い
に
異
っ
て
い
る
が
一
見
中
観

派
の
人
と
見
え
る
」
と
い
い
、
そ
の
学
説
は
弥
勒
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
般

若
経
綱
要
診
冒
蔚
色
目
畠
巳
且
〕
圃
目
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
、
と
す

る
の
は
注
目
す
。
へ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
桝
十
③
函
辱
）
・
』
”
ｍ
，
つ
Ｐ
（
）
（
）
』
冒
○
武
冒
］
園
自
民
嵐
曾
、
琶
鱒
閉
口
①
一
三
》
］
④
『
ｅ
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