
1

真宗総合研究所研究紀要　第₃₆号

︿
翻
刻
﹀

上
宮
寺
所
蔵
・
清
沢
満
之
直
筆
﹁
俗
諦
と
道
徳
と
の
交
渉
﹂
の
翻
刻

川　

口　
　
　

淳

凡
例

○ 

本
翻
刻
は
︑
清
澤
満
之
﹁
俗
諦
と
道
徳
と
の
交
渉
﹂︵
自
筆
原
稿
︑
上
宮
寺
蔵
︶
の
翻
刻
で
あ
る
︒

○ 

誤
記
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
基
本
的
に
原
文
に
忠
実
に
表
記
し
た
が
︑
旧
字
体
は
原
則
と
し
て
新
字
に
改
め
た
︒
訂
正
や
挿
入
さ
れ
た
部
分

は
で
き
る
限
り
底
本
と
同
じ
箇
所
に
翻
刻
し
た
︒
訂
正
箇
所
に
つ
い
て
︑
現
行
の
清
沢
研
究
の
状
況
か
ら
︑
翻
刻
者
は
自
身
が
判
読
で
き

る
限
り
積
極
的
に
翻
刻
し
た
︒

○
原
著
者
が
カ
タ
カ
ナ
︵︹
例
︺
ド
ー
カ
や
ザ
ッ
ト
な
ど
︶
で
記
し
て
い
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
︒

○ 

カ
タ
カ
ナ
表
記
の
右
隣
な
ど
に
︑
ひ
ら
が
な
表
記
や
漢
字
表
記
に
変
更
す
る
よ
う
な
朱
書
き
の
指
示
が
多
数
あ
る
︵︹
例
︺
ドど
う
か
ー
カ
︶
が
︑
そ

れ
に
つ
い
て
は
脚
注
で
指
摘
し
て
い
る
︒

○ 

■
は
︑
原
著
者
が
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
る
た
め
判
読
で
き
な
い
文
字
で
あ
る
︒
ま
た
︑
原
著
者
が
削
除
し
て
い
る
が
判
読
可
能
な
文
字
は
打

ち
消
し
線
を
付
加
し
て
翻
刻
し
た
︒
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〔
例
〕
前
の
時
代
に
善
と
■
■
る
ゝ
様
な
こ
と
も
あ
れ
ば

○
原
稿
で
原
著
者
が
一
本
の
線
で
訂
正
し
て
い
る
よ
う
な
見
せ
消
ち
と
判
断
で
き
る
も
の
は
︑
一
本
の
打
ち
消
し
線
で
あ
ら
わ
し
た
︒

　
　
〔
例
〕
此
六
か
し
さ
を
実
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
は

○ 

原
著
者
が
文
字
を
二
本
以
上
の
線
で
削
除
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
箇
所
に
つ
い
て
は
﹁
俗
諦
と
道
徳
﹂
と
し
た
︒
二
本
以
上
の
線
で
削

除
さ
れ
て
い
る
場
合
は
判
読
出
来
な
い
文
字
も
存
在
す
る
の
で
そ
の
場
合
は
︑﹁
■
﹂
の
よ
う
に
二
重
線
と
■
を
用
い
て
あ
ら
わ
し
た
︒

○ 

本
原
稿
に
は
︑
朱
筆
で
圏
点
︵
文
字
の
わ
き
に
︑﹁
◎
◎
◎
﹂
や
﹁
○
○
○
﹂︶
と
付
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
文

字
の
上
な
ど
に
数
多
く
朱
書
き
さ
れ
て
お
り
︑
翻
刻
す
る
と
他
の
文
字
が
見
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
︑
こ
こ
で
は
翻
刻
し
な
か
っ
た
︒

圏
点
に
つ
い
て
は
︑﹃
精
神
界
﹄
第
三
巻
第
五
号
に
収
録
さ
れ
た
﹁
宗
教
的
道
徳
︵
俗
諦
︶
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
﹂
の
圏
点
箇
所
と
一
致

し
て
い
る
︒
た
だ
し
一
箇
所
︑
二
頁
目
の
八
～
一
〇
行
目
の
朱
書
き
の
圏
点
は
︑
他
の
圏
点
と
違
う
筆
︵
違
う
色
︶
で
書
か
れ
て
お
り
︑
そ

れ
の
み
﹃
精
神
界
﹄
所
載
の
も
の
に
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
箇
所
だ
け
は
後
の
書
き
入
れ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
︒

○ 

原
稿
用
紙
左
右
の
ペ
ー
ジ
を
一
ペ
ー
ジ
ず
つ
示
し
た
︒︵
原
稿
用
紙
一
枚
に
つ
き
︑
二
ペ
ー
ジ
と
考
え
︑
右
側
が
奇
数
頁
︑
左
側
が
偶
数
頁
と
し
た
︒︶

　
　
︹
例
︺
↓　
〔
以
上
一
頁
〕

○
朱
書
き
で
書
か
れ
た
句
読
点
指
示
に
つ
い
て
は
︑
赤
字
で
記
し
た
︒

○ 

脚
注
に
お
い
て
︑
便
宜
上
︑
清
沢
満
之
直
筆
原
稿
﹁
俗
諦
と
道
徳
と
の
交
渉
﹂
に
つ
い
て
﹁︻
原
︼﹂
と
略
記
し
︑﹃
精
神
界
﹄
所
載
の
﹁
宗

教
的
道
徳
︵
俗
諦
︶
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉
﹂
に
つ
い
て
﹁︻
精
︼﹂
と
略
記
し
た
︒
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俗
諦
と
道
徳
と
の
交
渉1　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

清
澤
満
之

　

道
徳
と
云
ふ
こ
と
は
人
世
の
最
大
事
で
あ
る
と
云
は
る
ゝ
の
に
精
神
界2
紙
上
で
は
之
を
尊

重
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
︑
却
て
之
を
■
■ 

す
る
が
如
き
傾
向
あ
る
こ
と
は
如
何
な
る
次
第
な
る

や
と
云
ふ
様
な
疑
問
を
提
出
せ
ら 

破
壊
せ
ん
と 

る
ゝ
人
が
少
く
な
い
︒
又
或
は
又
真
宗
に
は
真

俗
二
諦
と
云
ふ
こ
と
が
あ
り
て
︑
其
俗
諦
と
云
ふ
は
︑
全
く
人
倫
道
徳
の
教
で
あ
る
︑
然
る
に
精
神

界3
の
記
者
等
は
之
を
領
せ
ず
し
て
︑
徒
ら
に
真
諦
の
み
を
唱
導
す
る
は
徧
頗
の
失
あ
る
の
み
な

ら
ず
︑
大
ひ
に
真
宗
の
体
面
を
■
国
家
社
会
に
対
す
る
効
益
を
■失
は
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
論

難
す
る
人
も
あ
る
︒
以
下
少
し
く
道
徳
と
俗
諦
に
就
て
自
分
の
感
し4
居
る
所
を
陳
へ５
ま
せ
う
︒

　

全
体
真
俗
二
諦
と
云
ふ
教
は
︑
深
甚
微
妙
の
教
で
あ
り
て
︑
而
も
亦
頗
る
通
俗
の
態
度
が
あ
る

教
で
あ
る
︒
故
に
動ドー
カもす
る
と
其
通
俗
の
方
面
の
み
■を
耳
に
入
■れ
て
其
深
妙
な
る
方
面
を
領

解
せ
ざ
る
人
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
其
詳
細
をは
一
寸
数
言
の
み
に
て
は
尽
し
難
い
が
ザ
ツ
ト
其

概
梗
を
一
言
す
れ
ば
︑
仏
法
の
大
体
は
勿
論
人
道
よ
り
進
み
入
り
︑
小
乗
大
乗
顕
教
密
教
等
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
教
法
を
整
へ
た
る
上
に
︑
尚
其
中
に
入
る
能
は
さ
る6
者
の
為
に
最
後
の
唯
一
法
門

 

〔
以
上
一
頁
〕
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を
以
て
一
切
衆
生
を
一
人個
も
漏
さ
ず
救
済
せす
るん

の
道
が
即
ち
絶
対
他
力
無
限 

大
悲
の
あ
ら
ん

限
り
を
尽
し
た
る
教
法
が
真
俗
二
諦
の
教
法
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
故
に
真 

仏
陀　

俗
二
諦
の
教
法

が
世
の
所
謂
倫
理
道
徳
を
超
絶
し
た
る
も
の
な
る
こ
と
は
無
論
で
あ
る
が
︑
其
俗
諦
門
と
云
ふ

も
の
に
■
妙
趣
の
存
す
る7
こ
と
は
実
に
驚　

の
べ
き
所
で
あ
る
︑︒

　

倫
理
で
あ
れ
︑
宗
教
で
あ
れ
︑
凡
そ
世
の
中 

歎
す 

に
教
と
云
は
る
ゝ
も
の
は 

■
■
■
吾
人
の
心

に
存
す
る
善
悪
の
思
念
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
■り
て
︑
其
善
を
進
め
︑
悪
を
制
し
︑
以
て
此
心
の

安
泰
を
得
せ
し
め
ん
と
す
る
■を
目■
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
他
の
方
面
かよ
りら 

云
へ
ば
吾
人
は
苦

を
離
れ
て
楽
を
得
ん
と
せす
る
も
の

る
■
性
で
あ
る
が
︑
其
苦
楽
の
中
に
於
て
此
善
悪
の
事
に
関
す
る
苦

楽
が
最
も
優
勢
な
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
此
苦
楽
に
就
て
一
定
の
安
住
所
を
得
■させ
ん■と
す
る
の

が
世
の
中
の
教
と
云
ふ
も
の
で
あ
る
︑︒

　

サ
テ8
如
何
な
る
こ
と
が
善
で
如
何
な
る
こ
と
が
悪
で
あ
る
か
と
云
ふ
こ
と
は
︑
別
に
論
の
な

い
様
な
こ
と
で
︑
昔普
通の
の
人
は
■皆
極
り
き
つ
て
あ
る
様
に
思
ふ
て
居
れ
ど
︑
学
者
の
研
究
に
よ
り

て
見
る
と
中
々
ソ
ー9
極
り
き
つ
て
は
居
ら
ぬ
︒
甲
の
国
で
善
と
す
る
こ
と
を
乙
の
国
で 

悪
と
しす

 

〔
以
上
二
頁
〕

皆
は
之
を

其
反
対
の
こ
と
も
あ
り
。

ひ

ソ
ー
 10
云
ふ
様
な
こ
と
か
ら
し
て
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前前
の
時
代
に
善
と
■
れ
る
る
様
な
こ
と
も
あ
れ
ば
︑ 　

前
の
時
代
に
善
と
し
た
る
こ
と
を
︑
後
の
時

代
に
は
之
を
悪
と
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
︑
亦
其
反
対
の
こ
と
も
あ
る
︒
■
■
■
云
ふ
て
見
れ
は
果

し
て
如
何
な
る
こ
と
が
真
の
善
で
あ
り
て
︑
如
何
な
る
こ
と
が
実
の
悪
で
あ
る
か
と
云
ふ
様
な

疑
問
も
起
る
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
今
実
地
にの
道
徳
倫
理
と
か
宗
教
と
か
云
ふ
教
法
を
云
ふ
時
に
は
ソ

ン
ナ
議
論
や
疑
問
は
ド
ー
デ
モ
構11
は
な
い
︒
実
地
の
倫道
徳理
や
宗
教
を
云
ふ
と
き
に
は
今自
分
の
生

此
国
に

■れ
な
い■　

前
の
時
代
や
自
分
の
住
は
な
い
他
国
の
こ
と
に12
用
は
な
い
︒
今
目
前
に
ド
ー13
云
ふ
行 

を

為
す
か
と
云
ふ
■が
要
点
で
あ
る
︒
其
時
に
は
外
の
こ
と
は
構14
ふ
て
居
れ
ぬ
︒
只
自
分
の
胸
に
於
て

此
は
善
と
思
ふ
の
が
善
で
︑
此
は
悪
と
思
ふ
の
が
悪
で
あ
る
︒
其
善
と
思
ふ
こ
と
は
之
を
行
ひ
悪

と
思
ふ
こ
と
は
之
を
行
は
ぬ
こ
と
が
常
に
出
来
れ
ば
︑
道
徳
も
宗
教
も
皆
其
処
に
含
ま
れ
て
居

る
こ
と
で
あ
る
︑︒

　

所
が
普
通
の
人
道
徳
や
宗
教
の
事
が
︑
世
に
六
个
敷
云
は
る
ゝ
は
何
故
で
あ
る
か
と
云
ふ
に
︑

人
々
が
自
分
■
自
分
に
善
悪
の
こ
と
を
真マ

面ジ

目メ

に11
実
行
せ
ん
と
す
る
と
き
は
︑
其
が
中
々
思
ふ

通
り
充
分
に
は
出
来
な
い
と
云
ふ
こ
と
が
知
ら
る
ゝ
様
に
な
る
︒
■つ
と■
む
れ
ば
つ
と
む
る
程
︑
い

 

〔
以
上
三
頁
〕

皆
は
之
を

其
反
対
の
こ
と
も
あ
り
。

ひ

ソ
ー
 10
云
ふ
様
な
こ
と
か
ら
し
て
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よ
〳
〵
実
行
の
困
難
が
明
に
な
る
︒
而
し
て
其
困
難
が
進
む
と
共
に
其
に
就
て
の
思
案
を
盛
に

す
る
様
に
な
る
︒
思
案
を
盛
に
す
る
様
に
な
れ
ば
︑
善
悪
の
こ
と
に
就
て
の
論
議
が
色
々
と
生
し

来
る
様
に
な
る
︒
現
時
日
本
の
状
態
が
丁
度
此
処
で
あ
る
︒
道
徳
の
実
行
を
進
め
ん
と
す
る 

根
拠

よ
り
し
て
︑
今
日
は
倫
理
の
学
説
が
盛
に
論
究
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
︒
行動
機為

が
善
な
れ
ば
其
結
果
の
行

為
も
従
つ
て
善
で
あ
る
と
か
︑
動
機
■の
如
何
に
か
ゝ
は
ら
ず
行

■

為
が
悪
な
れ
ば
其
は
悪
で
あ
る

と
か
︑
議
論
と
し
て
は
面
白
い
︑
研
究
の
為
に
は
趣
味
が
■
■
ケ
レ
ド
モ16
畢
竟
議
論
研
究
で
あ
る
︒

道
徳
の
実
行
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
議
論
や
研
究
は
ド
ー
デ
モ17
よ
い
︒
人
々
各
自
に 

善 

を
行
ひ
︑

悪 

を
作
さ
な
け
れ
ば
よ
い
︒
其
善
を
に
善 

を
行
ひ
︑
悪 

を
作
さ
ぬ
と
云
ふ
こ
と
が
︑
六 

完
全
に 

か
し

い
の
で
あ
る
︒
議
論
上
や
研
究
上
の
六
か
し
い
の
と
は
丸
で
別
の 

様こと 

で
あ
る
︒
此
六
か
し
さ
を
実

験
し
た
こ
と
の
な
い
人
は
若
し
六
か
し
い
議
論
や
研
究
が
終
結
せ
ね
ば
︑
実
行
に
は
及
べ
な
い

と
云
ふ
次
第
な
れ
ば
︑
今
日
の
如
き
は
ま
だ
中
々
実
行
に
か
ゝ
れ
る
時
で
は
な
い
︒
然
る
に
道
徳

の
実
行
は
ソ
ー18
云
ふ
次
第
の
もこ
との
で
は
な
い
︒
既
に
昔
■
よ
り
始
め
ら
れ
て
居
る
︒
今
之
を
始
め

■て
も 

少
し
も
差
支
は
な
い
︒
否
今
始
め
な
け
れ
ば
何
時
始
め
らてよ
い
か
れ
る　

あ
る
か
︒
恐
く
ば
其
時
は
な

 

〔
以
上
四
頁
〕

と
思
ふ
こ
と

と
思
ふ
こ
と

深
い
。

と
思
ふ
こ
と

完
全

と
思
ふ
こ
と

希
望

る
べ
き
で

は

興

と
、

イ
キ

イ
キ

に

を
感
し
て
、
今
度
は
一
層
盛
な
る
熱
心
を
以
て
実
行
専
修
の
道
に
立
還
る
■
こ
と
に
な
る
。
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か
ら
う
︒
デ19
あ
る
か
ら
道
徳
の
実
行
は
議
論
や
研
究
に
か
ゝ
は
り
て
居
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い

丸
で
別
の
こ
と
で
あ
る
︒

　

実
行
の
困
難
か
ら
一
度
議
論
や
研
究
の
途
に
入
り
た
る
所
が
︑
其
処
に
も
■色々
の常　

困
難
が
あ

り
て
容
易
に
終
結
解
決
の
出
来
な
い
こ
と
が
明
に
な
る 

而
し
て
実
行
の
方
面
に 

非
常
な
る
刺22

戟 

す
る
様
■
な
る
此
処
に
は
一
つ
の 

趣
味
の
あ
る
所
で
︑　　

■学
問■
の
素
養
や
知
識
の
欲
望
の
盛
な

る
人
は
︑
議
論
や
研
究
に
年
月
を
費
す
間
が
長
く
︑
中
に
は
何
十
年
と
云
ふ
程
此
事
■に
か
ゝ
る
人

が
あ
る
︒
然
る
に
学
問
の
素
養
も
少
く
︑
知
識
の
欲
望
も
薄
き
者 

は
︑
容
易
に
議
論
や
研
究
の
迷
路

を
脱
却
す
る
者
が
多
い
︒
頭
か
ら
議
論
や
研
究
を
■し
な
い
者
も
沢
山
あ
る
︒
兎
も
角
何
れ
も
終
に

は
実
行
の
一こと
の
み
点
張
に
心
掛
る
様
に
な
り
て
︑
其
実
行
に
就
て
困
難
を
感
す
る
様
に
な
る
︒
他
力

真
宗
の
真
俗
二
諦
の
教
を
聞
き
て
其
俗
諦
の
教
が
容
易
く
行
ひ
得
ら
る
も
の
の
様
に
思
ふ
て

居
る
人
達
は
︑
マ
ダ21
此
処
迄
来
ら
ず
し
て
︑
倫
理
や
道
徳
の
議
論
研
究
を
し
て
居
る
人
達
と
同
格

の
人
達
で
あ
る
︒
此
は
倫
理
学
者
道
徳
研
究
家
の
位
地
で
あ
る22
︒
現
今
の
日
本
に
は
此
類
の
人
が

多
い
仏
教
者
の
中
に
も
之
に
か
ぶ
れ
居
る
人
が
少
く
な
い
注
意
す
べ

 

〔
以
上
五
頁
〕

と
思
ふ
こ
と

と
思
ふ
こ
と

深
い
。

と
思
ふ
こ
と

完
全

と
思
ふ
こ
と

希
望

る
べ
き
で

は

興

と
、

イ
キ

イ
キ

に

を
感
し
て
、
今
度
は
一
層
盛
な
る
熱
心
を
以
て
実
行
専
修
の
道
に
立
還
る
■
こ
と
に
な
る
。
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善
を
行
ひ
悪
を
作
さ
ぬ
こと云
ふとは

困容
易
に

難
な
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
が
し
か
し
善
を
行
ひ

　

善
を
行
ひ
悪
を
作
さ
ぬ
こ
と
が
容
易
に
出
来
る
こ
と
で
は
な
い
と
云
ふ
に
就
て
︑
一
言
すし
てべ

よ
い
こ
と
が
あ
る
︒
其
は23
此
こ
と
は
教何れ
の
教
に
も
あ
ら

と
は
云
■
■
普
通
は
れ
て
あ
る
︑
根
本
義
と
も
云
ふ
べ
き

こ
と
で
あ
る
が
︑
更
に
一
方
よ
り
見
れ
ば
︑
此
こ
と
は
教
と
云
ふ
よ
り
も
寧
ろ
天
然
自
然
の
欲
望

で
あ
る
と
も
云
へ
る
︒
我
等
は
教
を
待
た
ず
と
も
善
が
行
ひ
た
ひ
︑
悪
は
作
し
た
く
な
い
と
云
ふ

欲
望
が
天
然
自
然
に
具
り
て
あ
る
︒
其
で
あ
る
か
ら
︑
若
し
此
事
が
容
易
に
出
来
る
こ
と
な
れ
ば

棄
て
ゝ
置
い
て
も
我
等
は
道
徳
を
実
行
す
る
筈
で
あ
る
︒
然
る
に
中
々
ソ
ー24
云
ふ
都
合
に
は
往

か
ず
し
て
︑
非
常
な
る
注
意
を
以
て
教
へ
て
も
尚
実充
分
に
実
行
し
得
る
者
の
な
き
は
︑
外
で
は
な

い
︒
道
徳
の
実
行
は
所
謂
三
歳
の
童
子
も
之
を
言
ひ
得
る
も
︑
八
十
の
老
翁
■も
之
を
行
ふ
能
は
ざ

る
もこ
との
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
然
る
に
真
宗
の
俗
諦
の
実
行
が
容
易
に
出
来
る
こ
と
の
様
に
思

ふ
も
の
あ
れ
ば
其
は
心
得
違
ひ
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
︒

　

或 

は 

真
宗
の
俗
諦
は
通
常
の 

道
徳
と
は
其
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
通
常
の
倫
理
道
徳

は
宗
教
■と
離
れ
た
る
倫
理
道
徳
で
あ
る
か
ら
実
行
が
出
来
な
い
が
︑
真
宗
の
俗
諦
は
真
諦
よ
り

 

〔
以
上
六
頁
〕

云
ふ
、

倫
理

人

の
信
心こ

と
の

と
。此
は

に

事
と
、■
■

　有
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流
れ
出
づ
る
所
の
道
徳
で
あ
る
か
ら
真
諦 

が
確
に
決
得
せ
ら
れ
て
あ
る
上
は
自
然
必
然
に
実

行
せ
ら
る
ゝ
次こ
と第 

で
あ
る
■
■ 

一
応理 

あ
る 

様
な
れ
ど
も
︑
尚
少
し
く
注
意
を
要
す
る
点
が
あ

る
︒
其
は
自
然
必
然
に
行
は
る
ゝ
■
■　
　
　

意
■作
用
に

■
■ 

よ
り
て
行
は
る
ゝ
事
と
の
区
別
で
あ

る
︒
自
然
必
然
に
行
は
る
ゝ
こ
と
に
は
︑
教
の
必
要
は
な
い
︒
教
の
必
要
の
あ
る
の
は
︑
其
教
に
よ
り

て
以
て
我
等
の
有
意
作
用
を
啓
発
せ
ん
が
為
で
あ
る
︒
故
に
真
宗
の
俗
諦
の
実
行
■は
自
然
必
然

に
出
来
る
こ
と
で
あ
れ
ば21
︑ 
別
に
俗
諦
の
教
は
ない
ら
な
い
筈

く
て
よ
い
で
あ
る
︒
然
る
に
殆
ん
ど
真
諦
と
肩

を
並
べ
た
る
が
如
く
に　

真
俗
の
教
さ
へ
あ
れ
ば　

俗
諦
が
教
へ
ら
る
ゝ
以
上
は
︑
俗
諦
の
実

行
は
真
諦
の
信
心
よ
り
自
然
必
然
に
流現 
は
れ
来
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
真
諦

の
信
心 

よ
り
自
然
必
然
に
得獲 

る
所
のは 

所
謂
現
生
十
種
の
益
がで
あ
る
︒
■
此
は
自
然
必
然
に
獲
ら

る
ゝ
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
其
に
就
て
ア
ー26
せ
よ
コ
ー27
せ
よ
と
か
︑
ア
ー28
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
コ
ー29
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
か
云
ふ
教
は
な
い
︒
冥
衆
の
護
持
を
祈願
へれ
と
か
︑
至
徳
の
具
足
せ
ん
こ
と
を
祈
れ
と

か
云
ふ
様
な
教
は
一
つ
も
な
い
︒
願
は
な
く
と
も
︑
祈
ら
な
く
と
も
︑
自
然
必
然
に
冥
衆
■
護
持
しの

益
も
獲
ら
れ
︑
至
徳
具
足
の
益
も
得獲
ら
る
ゝ
か
ら
で
あ
る
︒
十
種
の
益
の
中
に
は
転
悪
成
善
の
益

 

〔
以
上
七
頁
〕

云
ふ
、

倫
理

人

の
信
心こ

と
の

と
。此
は

に

事
と
、■
■

　有
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と
か
︑
知
恩
報
徳
の
益
と
か
云
ふ
が
如
き
は
︑
善
悪
や
恩
徳
に
関
し
た
る
も
の
で
あ
る
︒
ケ
レ
ド
モ32

此
は
■冥
衆■ 

護
持
の
益
や
至
徳
具
足
の
益
と
同
し
く
自
然
必
然
に
獲
ら
る
ゝ
益
で
あ
り
て
︑
此
が

為
に
ア
ー31
せ
よ
︑
コ
ー32
せ
よ
と
云
ふ
様
な
教
は
な
い
︒
之然

る

に

を
要
す
る
に
真
宗
俗
諦
の
教
は 

決
し
て

信
心
よ
り
自
然
必
然
に
現
れ
来
る
所
の
こ
と
を
示
し
た
の
で
は
な
く
し
て
︑
我
等
の
有
意
作
用

を
啓
発
せ
ん
が
為
に
存
す
る
所33 

の
教
で
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
︒
ソ
ー34
し
て
見
れ
は31
真

宗
俗
諦
の
教
の
実
行
の
困
難
は
︑
一
般
普
通
の 

実
行
の
困
難
と
別
段
変
り
は
な
い
こと云
ふ
て
と
は 

差

支
は
な
い
︒
即
ち
換
言
す
れ
は
真
宗
の
俗 

倫
理
道
徳
の 

諦
の 

実
行
は
容
易
に
出
来
る
こ
と
で
は

な
い
と
落
居
す
べ
き
で
あ
る
︒

　

真
宗
の
俗
諦
に
し
ろ
︑
一
般
普
通
の
倫
理
道
徳
に
し
ろ
︑ 

完
全
な
る
実
行
は
六
か
し
く
と
も
︑ 

幾

分
か
は
実
行
の
出
来
な
い
も
の
で
は
■
■　

修
行
す
れ
は36
段
々
完
全
に
近
く
こ
と
が
出
来
る
︒
故

に
タ
ト
ヘ37
困
難
で
も
︑
其
教
は
最
も
大 

漸
次　

切
な
る
も
の
で
あ
る
︒
亦
其
実
行
も
最
も
大急
要切
で
あ

る
と
■云
ふ■ 

が
■屡
々
提
出

■
■
■ 

せ
ら
る
ゝ
議
論
で
あ
る
︒
此
も
一
理
あ
る
申こ
と分 

で
は
あ
る
が
︒
精
密
に
云

ふ
時
に
は
︑
此
処
で
真
宗
の
俗
諦
と
一
般
の
道
徳
と
の
区
別
を
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
一
般
の
道

 

〔
以
上
八
頁
〕

真
諦
の
教
と
並
ん
で
厳
然
た
る
教
と
し
て
説
か
る
ゝ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

も
の

其

其

な
い
。
而
し
て

完
全
な
る

的
修
行

は
な
い
の
で
あ
る
。

が

段
々
と

進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。カ
ラ
シ
テ
 38
出
来
る
出
来
ぬ
に

で
あ
る
。兎
も
角

る
。然
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徳
で
は
︑
他
に
我
等
が
進
歩
す
べ
き
道
は
な
い
の
で
︑
何
ん
で
も
角
で
も
道
徳 

的
修
養 

の
一
点
張

で
あ
る
か
ら
シ
テ
若
し
此
道
を
■
に
し
て
最
早
前
進
の
希
望
か
ゝ
は
ら
ず
一
歩
づ
ゝ
で
も
実

行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
無
理
に
で
も
決
着
す
る
■こ
と■ 

で
あ
る
︒
ソ
コ
デ39
決
着
は
よ
け
れ
ど
も
実
際

に
至
る
と
き
は
■
に 

不
安
のに
陥
り
て
︑
終
に
は
宗
教
に
入
る
か
︑
或
は 

絶
望
し
て
し
ま
う
様
■に
な■

あ
る
る
に
真
宗
の
俗
諦
は
︑
元
来
真
諦
のと並
び
立
て

方
に
於　

居
る
の
で
あ 

人
生
の
前
途
に 

る
か
ら
︑
前
途
の
事
は

皆
悉
く
真
諦
の
方
で
辨
成
し
て
あ
る
︒
■故
に■
最
早
俗
諦
の
方
に
於
て
自
身
の
進
歩
を
求
め
ね
ば

な
ら
ぬ
と
云
ふ
必
要
は
少
し
も
な
い
︒
特
に
其
実
行
に
就
て
は
前
に
述
べ
た
る
が
如42
困
難
が
あ

り
て
︑
い
く
ら
勉
め
て
も
決
し
て
立
派
な
こ
と
が
出
来
る
訳
も
な
く
︑
且
つ
其
実
行
の
出
来
不
出

来
は
人
々
の
業
報
天
賦 

に
よ
る
こ
と
で
あ
り
て
︑
業
報
或
は
天
賦
の
劣
等
な
る
も
の
は
如
何
に

努
力
す
る
も
到
底 

或
は
天
賦
の
摸
様 

勝
れ
た
る
こ
と
は
■出
来■
な
い
次
第
で
あ
る
︒
■故
に■
真
宗
の

俗
諦 

は
其
実
行
の
■方
面

に

於

て

■
に
■
■
■
■
■
成
効
を
求
む
る
に
あ
ら
ず
し
て
︑
其
他
■の
点
に
於
て
効

の
趣
意 

力
あ
る
■
の
な
る
こ
と
を
知
ら
さね
ば
な
■
■
■
■

る
べ
か
ら
す　

真
宗
の
俗
諦
は
其
実
行
が
出
来
て
我

等
が
立
派
な
行
ひ
を
す
る
様
に
な
る
の
を
目
的
と
す
る
の
で
な
く
し
て
其
他
の
点
に
目
的
が

 

〔
以
上
九
頁
〕

真
諦
の
教
と
並
ん
で
厳
然
た
る
教
と
し
て
説
か
る
ゝ
も
の
で
あ
る
か
ら
、

も
の

其

其

な
い
。
而
し
て

完
全
な
る

的
修
行

は
な
い
の
で
あ
る
。

が

段
々
と

進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。カ
ラ
シ
テ
 38
出
来
る
出
来
ぬ
に

で
あ
る
。兎
も
角

る
。然
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あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
従
て
立
派
な
行
ひ
を
目
的
と
す
る
一
般
普
通
の

道
徳
と
︑ 

は
大
に
其
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
然言
葉
を
換
へ
て
云

ら
ば
其
目
的
は

へ
ば
立
派
な
行
ひ
を
し
よ
う
が
劣
悪
な
る
行
ひ
を
し
よ
う
が41
其
は
■
■
■
■
ド
チ
ラ42
で
も
構43

何
で
あ
る
か　

は
な
い
︒　　

俗
諦
の
教
は
ソ
ン
ナ44
所
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
■
■
■
■
■
■

　

然
ら
ば
真
宗
の
俗
諦
の
目
的
は
如
何
な
る
点
に
あ
る
か
︒
其
実
行
の
出
来
難
い
こ
と
を
感
知

しせ
む
る
■
■　

あ
る
︒
此
は　

真
諦
の
信
心
を
得
た
る
者
に
対
す
る
と
︑
未
だ
信
心
を
得
さ
る
者
に

対
す
る
と
の
別
は
あ
れ
ど 
既
に 
も
︑
何
れ
の
場
合
に
て
も
道
徳
的
実
行
の
出
来
難
い
こ
と
を
感

知
せ
し
む
る
為
と
云
ふ
点
に
於
て
は
同
一
で
あ
る
︒
其
に
如
何
な
る
妙
趣
が
あ
る
か
と
云
は
ゞ
︑

先
づ
未
だ
信
心
を
得
さ
る
も
の
は
道
徳
的
実
行
の
出
来
難
き
こ
と
を
感
知
す
る
よ
り
し
て
宗

教
に
入
り
︑
信
心
を
得
る
道
に
進
む
様
に
な
る
︒
此
は
一
寸
見
れ
は
何
で
も
な
い
こ
と
の
様
な
れ

ど
も
︑
中
々
ソ
ー41
で
は
な
い
︒
他
力 

信
仰
に
入
る
根
本
的
障
礙46
は
︑
自
力 

修
行
■が
出
来
得
る 

様
に
思

ふ
こ
と
で
あ
る
︒
其
自
力 

修
行
■と
云
ふ
事
は
色
々
あ
れ
と
も
︑
■其
最
普
通
の
事
は
我
等
の 

道
徳
の

行
為
で
あ
る
︒
此
道
徳
行
為
が
立
派
に
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
て
居
る
間
は
︑
到 

倫
理 

底 

宗

教
に
は
入
る
こ
と
が
出
来
ぬ
︒
然
る
に 

道
徳
行
為
に
就
て
真
面
目
に
実
行
を
求
む
る
と 

他
力
の

 

〔
以
上
一
〇
頁
〕

真
宗
の
俗
諦
と

真
宗
の

の
が
目
的
■
で

の

の

の

こ
と
の

倫
理

門

す
る
が
為
に
、
転
し
て
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き
は
︑
其
結
果
は
終
に
倫
理
道
徳
の
思
ふ
通
り
に
行
ひ
得
ら
る
ゝ
も
の
で
な
い
こ
と
を
感
知
す

る47
様
に
な
る
の
が
︑
実
に
宗
教
に
入
る
為
の
必
須
条
件
で
あ
る
︒
此
場
合
に
は
畢
竟
自
力
の
慢迷
心

を
降
伏
す
る
が
主
眼
で
あ
る
か
ら
︑
真
宗
俗
諦
の
教
で
も
︑
世
間
普
通
の
倫
理
道
徳
の
教
で
も
︑
或

は
又
五
戒
十
善
で
も
︑
諸
善
万
行
で
も
︑
何
で
も
差
支
は
な
い
︒
が
真
宗
俗
諦
の
教
は
直
に
真
諦 

を

開
示
す
る
組
織
に
な
り
て
あ
る
か
ら
︑
最
も
好
都
合
の
も
の
で
あ
る
︒
次
に
信
心
獲
得
以
後
の
者

に
は
如
何
な
る
こ
と
に
な
る
か
と
云
ふ
に
︑
信
心
に
よ
り
︑
大
安
心
を
得
た
れ
ど
も
︑
尚
習
慣
性
と

な
り
て
居
る
自
力
の
慢迷 

心
は
断
へ
ず
起 

我
等
は
他
力
の 

り
来
り
て
止
ま
な
い
■こ
と■
で
あ
る
︒
ソ

コ
デ48
俗
諦
の
教
を
聞
か
さ
る
ゝ
時
は
︑
丁
度
其
迷
心
に
適
当
し
た
る
教
で
あ
る
か
ら
︑
直
に
之
を

実
行
せ
ん
と
す
る
こ
と
と
な
る
︒
然
る
に
段実
行々 
に
掛
り
て
見
る
と
︑
到
底
其
出
来
難
い
こ
と
を
感

知
し
て
即
ち
他
力
の
信
仰
を
喜
び
︑
所
謂
至
心
信
楽
己
れ
を
忘
れ
て
無
行
不
成
の
願
海
に
帰
す

と
云
ふ
態
度
に
立
ち
帰
る
こ
と
で
あ
る
︒
即
ち
此
場
合
に
於
て
は
︑
俗
諦
の
教
は
其
実
行
の
出
来

難
き
が
為
に
愈
他
力
無
限
の
大
悲
を 

感
謝
す
る
の
念
を
深
か
ら
し
む
る
が
目
的
で
あ
る
︒
然
る

に
以
上
二
つ
の
場
合
の
中
︑
第
一
の 

に
対
す
る 

場
合
は
︑
寧
ろ
随
宜
転
用
と
云
ふ
様
な
都
合
で
︑
真

 

〔
以
上
一
一
頁
〕

真
宗
の
俗
諦
と

真
宗
の

の
が
目
的
■
で

の

の

の

こ
と
の

倫
理

門

す
る
が
為
に
、
転
し
て
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宗
に
は
真
俗
二
諦
と
か
︑
二
諦
相
依
と
云
ふ
こ
と
が
あ
る
と
聞
き
︑
此
は
国
家
社
会
を
忘
れ
ざ
る

宗
教
で
あ
る
と
云
ふ
様
な
点
か
ら
し
て
︑
未
だ
真
諦
の
信
心
獲
得
は
出
来
ず
と
も
︑
兎
も
角
倫
理

道
徳
と
し
て
真
宗
の
俗
諦
の
実
行
を
勉
む
る
様
な
場
合
に
︑
其
が
終
に
真
諦
の
信
心
を
獲
得
せ

し
む
る
案
内
と
な
る
の
で
あ
る
︒
シ
カ
シ49
本
統
の
二
諦
相
依
の
真
味
は
第
二
の
場
合
に
あ
る
の

で
あ
る
︒
真
諦
の
信
心
あ
る
が
為
に
︑
俗
諦
の
実
行
の
出
来
ざ
る
に
驚
か
ず
︑
俗
諦
の
実
行
の
出
来

ざ
る
が
為
に
愈弥
真
諦
の
信
心
の
有
難
味
を
感
ず
る
所
︑
実
に
相
資依 

相
資
の
妙
趣
が
あ
り
〳
〵
と

感
知
せ
ら
る
ゝ
こ
と
で
あ
る
︒

　

俗
諦
の
効
用
は
前
段
■に 

述
べ
た
る
第
二
の
場
合
が
本
趣
で
あ
る
が
︑
其
趣
味
の
進
達
に
就
き

更
に
一
言
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
︒
其
は
此
俗
諦
の
効
用
が
始
め
の
間
は
実
行
の
困
難
を
感
す
る12

所
に
於
て
発
現
す
る
こ
と
で
あ
る
が
︑
其
が
段
々
進
達
す
る
時
はは
実
終
に 

行
難
を
感
ず
る
に
至
る

を
待
た
ず
し
て 

発
現
す
る
様
に
な
り
︑
終
に
は
俗
諦
と
か
道
徳
と
か
云
ふ11
言
葉
を
聞
け
は
︑
直
に

二
諦
相
依
の
真
■ 

を
味
ひ
得
る
様
に
な
る
︒
之
を
言
ひ
換
へ
て
見
れ
ば
︑
俗
諦
と
か
道
徳
と
か
云

ふ
こ
と 

は
実
行
が
出
来
ぬ
が
︑
其
出
来 

の
が
当
然
で
あ
る
︒
其
実
行
の
出
来
ぬ
様
に
我
を
無
限
の

 

〔
以
上
一
二
頁
〕 其

が趣

ぬ

は
我
に
は

云
ふ

得

其

は

ぬ
。
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大
悲
は
摂
取
し
て
捨
て
た
ま
は
さ
る
こ
と
で
あ
る
実
に
感
謝
の
外
は
な
い
有
難
い
こ
と
で
あ

る
と
喜
ぶ
こ
と
で
あ
る
︒
■こ
の■ 

思
念
が 

俗
諦
と
か
道
徳
と
か
云
ふ
言
葉
を
聞
く
時
直
に
現
起

す
る
様
に
な
る
︒
此
思
念
の
反 

初
め
は
急
に 

起
ら
な
か
つ
た
の
が
︑
終
に
は 

証
と
し
て 

他
人
が
真

宗
の
俗
諦
の
教
に
就
て
全
く
普
通
の
道
徳
可を
見
る
能
の
者
の
如
く
︑
其
実
行
が 

現
は
る
ゝ
こ
と
が
あ
る
︒
其
は
コ
ー12
で
あ
る
︒

出
来 

る
こ
と
と
確
執
し
て
︑﹁
守
る
﹂
と
か
︑﹁
守
ら
ぬ
﹂
と
か
︑﹁
済
む
﹂
と
か
︑﹁
済
ま
ぬ
﹂
と
か 

こ
と
に
煩
悶
す
る

者
を
見
る
時
は
︑
一
方
に
は
其
者
の
迷
執
を
憐
む
と
共
に
︑
又
一
方
に
は
自
身
の
安安
住
を
喜
ぶ
こ

と
■で
あ
る
︒
此
の
﹁
守
る
﹂︑﹁
守
ら
ぬ
﹂︑﹁
済
む
﹂︑﹁
済
ま
ぬ
﹂
と
云
ふ
︑
所
謂
義
務
責
任
と
云
は
る
ゝ
こ
と
は
実
に

人
生 

煩
悶
の
大
な
る
部
分
を
占
む
る
こ
と
で
︑
此
道
徳
妄
想
の　

勢
力
は
頗
る
雄
大
な
る
も
の
で

あ
る
︒
に
於
け
る 

他
力
真
宗
の
俗
諦
の
教
は
ヨ
シ
ヤ13
﹁
斯
く
せ
よ
﹂﹁
斯
く
す
な
﹂
と
命
令
的
態
度
に 

現

は
さ
る
ゝ
こ
と
あ
る
も
︑
大
体
其
根
本
に
於
て
﹁
斯
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂﹁
斯
く
し
て
は
な
ら
ぬ
﹂
と　

顕

云
ふ
外
圧
■
■
力
を
認
定
せ
ざ
る
が
故
に
︑
其
煩
悶
タ
ト
ヘ14
多
少
の
煩
悶
が
あ
る
場
合
に
て
も
︑

普
通
の
道
徳
妄
想
の
煩
悶
の
如
き
こ
と
は
な
い
︒
換
言
す
れ
ば
普
通
の
道
徳
妄
想
の
場
合
に
て

は
﹁
斯
く
せ
よ
﹂﹁
斯
く
す
な
﹂
と
命
令
せ
ら
る
ゝ
時
︑
之
に
﹁
斯
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
﹂﹁
斯
く
し
て
は
な
ら
ぬ
﹂

 

〔
以
上
一
三
頁
〕 其

が趣

ぬ

は
我
に
は

云
ふ

得

其

は

ぬ
。
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と
云
ふ
妄
想
が
加
は
る
が
為
に
︑
神
か
仏
が
﹁
是
非
此
事
を
せ
よ
﹂﹁
決
し
て
此
事
は
し
て
な
ら
ぬ
﹂
と

厳
然
た
る
命
令
を
下
さ
る
ゝ
が
如
く
思
ひ
︑
従
つ
て
﹁
此
事
を
せ
ね
ば
助
ら
ぬ
﹂﹁
此
事
を
し
て
は
助

ら
ぬ
﹂
と
云
ふ
塩
梅
に
︑
道
徳
行
為
の
実
行
の
出
来
不
出
来
に
よ
り
て
救
済
の
大
事
が
成
る
と
成

ら11
と
の
別
を
生
す
る
様
に
思
ふ
か
ら
し
て
其
出
来
不
出
来
に
関
し
て
非
常
な
る
煩
悶
が
あ
る

は
当
然
の
次
第
で
あ
る
︒
然
る
に
他
力
真
宗
の
俗
諦
の
実
行
は
︑
出
来
や
う
が
出
来
ま
い
が
︑
救
済

の
大
事
に
は
毫
も
関
係
な
き
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
ヨ
シ
ヤ16
其 

に
関
し
て
多
少
の
煩
悶
が
あ
り17
て

も
︑
道
徳
妄
想
よ
り
起
る
煩
悶
に
比
す
■べき
も
の
は

■
■
て　

少
し 

実
行
の
出
来
不
出
来 

も
な
い
︒
の
み
な

ら
ず
其
煩
悶
の
性
質
が
丸
で
■異
な
り
て
居
る
︒
一
方
は
鬼
に
責
め
ら
る
ゝ
煩
悶
で
あ
る
に
対
し

て
︑
一
方
は
仏
の
大
悲
に
慚
ぢ
入
る
の
煩
悶
で
あ
る
︒
一
方
は
何
処
迄
も
容
赦
せ
ぬ
と 

瞋
怒 

に
恐

怖
す
る 

煩
悶
で
あ
る
に
対
し
て
︑
一
方
は
何
処
迄
も
摂
取
す
る
と
云
ふ
慈
愍 

に
感
泣
す
る
の 

煩

悶
で
あ
る
︒

　

此
の
如
き
次
第
で
あ
る
か
ら
し
て
︑
真
宗
の
俗
諦
の
教
は 
積
極
的
に
人
道
の
規
則定
を
与
ふ
る

も
の
で
は
な
い
︒
若
し
積
極
的
に
人
道
の
規
定
を
与
ふ
る
も
の
な
れ
は
︑
其
綱
領
も
確
然
一
定
し

 

〔
以
上
一
四
頁
〕

云
ふ

の
烈
し
き

の
深
き
に

涙

真
諦
の
信
心
の
外
に
、
別
に

の
涙

ソ
ン
ナ
 59

あ
る
。勿
論

達
せ

れ

其

を
せ
な
い
方
が
よ
い
。
何
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て
あ
る
筈
で
あ
る
︒
然
る
に
或
は
単
に
掟
と
云
ひ
︑
或
は
ザ
ツ
ト18
王
法
仁
義
と
云
ひ
︑
或
は
又
仁
義

礼
智
信
の
五
常
と
為
■す
等
︑
其
事
柄
が
頗
る
漫
然
と
示
し
て
あ
る
︒
更
に
其
根
拠
と
云
は
る
ゝ
五

善
五
悪
と
か
︑
唯
除
五
逆
誹
謗
正
法
と
か
云
ふ
の
で
見
れ
ば
︑
亦
少
し
く
趣
を
異
に
す

■

る
様こ
と
で

に
感

せ
ら
る
ゝ
強
て
此
等
を
会
通
せ
ん
と
す
れ
ば
皆
同
一
の
事
を
云
ふ
た
も
の
で
あ
る
と
せ
ら 

ぬ

こ
と
も
な
い
が
︑
■
■
寧
ろ 

牽
強
附
会
と
云
ふ
感
を
免
れ
な
い
故
か
な
れ
ば
︑
前
に
云
ひ
た
る
が

如
く
︑
真
宗
俗
諦
の
教
は
其
実
行
が
出
来
る
と
云
ふ
方
が
主
眼
で
は
な
く
し
て
︑
其
実
行
の
出
来

ざ
る62
こ
と
を
感
知
せ
し
む
る
が
主
要
で
あ
る
か
ら
︑
其
事
柄
は
決
し
て
具
に
之
を
列
挙
す
る
必

要
も
な
け
れ
ば
︑
亦 

事
柄
を
一
定
す
る
必
要
も
な
い
︒
何
で
も
構
は
ぬ
︑
善
と
云
は
る
ゝ
も
の
を
行

は
ん
と
し
て
見
る
が
よ
い
︒
悪或
は
悪
と
云
は
る
ゝ
も
の
を
作
さ
ぬざ
ら
ん
様
に
と
し
て
見
る
が
よ
い
︒
決

し
て
其
充
分
な
る
実
行
が
出
来
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
感開
悟知
す
る
に
至
る
こ
と
で
あ
る
︒
此
開

悟
が
即
ち
俗
諦
の
教
の
要
点
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
此
要
点
が
得 

ら
れ
︑
此
開
悟
が
得
ら
る
ゝ
の
は

是
れ
や
が
て
真
諦
の
信
心
の
喜
ば
る
ゝ
の
で
あ
る
︒
故
に
俗
諦
の
教
は
ツ
マ
リ61
真
諦
の
信
心
を

裏
面
よ
り
感
知
せ
し
む
る
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
る
︒
■即
ち
真
諦
の
積
極
的
に
対
し
て
俗
諦
は

 

〔
以
上
一
五
頁
〕

云
ふ

の
烈
し
き

の
深
き
に

涙

真
諦
の
信
心
の
外
に
、
別
に

の
涙

ソ
ン
ナ
 59

あ
る
。勿
論

達
せ

れ

其

を
せ
な
い
方
が
よ
い
。
何
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消
極
的
に
信
心
を
沙

■

汰
す
る
も
の
で
あ
る
趣
味
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
故
に
此
俗
諦
の
教
を

以
て
積
極
的
に
人
道
を
■守
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
と
か
︑
国
家
社
会
にを
益
す
る

尽
す
も
も
の
で
あ
る
と

か
云
ふ
様
に
思
ふ
は
大
な
る
見
当
違
ひ
で
あ
る
︒
勿
論
王
法
を
本
と
し
︑
仁
義
を
先
と
し
と62
教
ら

る
れ
は
幾
何
か
其
実
行
を
為
す
こ
と
も
あ
れ
と
も
︑
其
は
寧
ろ
附
け
た
り
の
事
で
︑
其
よ
り
は
■其

実
行
の
出
来
な
く
な
つ
た
所 

が63
教
の
主
要
で
あ
る
の
で
あ
る
︒
か然
る

に

ら
ヨ
シ
ヤ
幾
何
か
の
効
果
あ

れ
ば
と
て
其
主
要
の
所
で
な 

以
上 

く
し
て
︑
其
附
け
た
り
の
所
に
就
て
尊
重
せ
ら
る
ゝ
の
は
一

向
目
的
に
か
な
は
な
い
次
第
で
あ
る
︒
宗
教
的
部
分
が
本
趣
意
で
あ
る
の
に
其
附
属
た
る
而
己

廃
棄
さ
る
べ
き 

道
徳
的
部
分
が
珍
重
せ
ら
る
ゝ
の
■で
あ
る
か
ら
変
な
訳
合
で
あ
る
︒

　

大
体
俗
諦 

部
分
が
世
の 

と
道
徳
と
■ 
俗
諦
と
国
家
と
か
云
ふ
様
な
こ
と
を
︑
引 

合
は
せ
て
云

ふ
際
に
は
︑
■常■
に
其
各
の
資
格
を
明
に
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︒
先
づ
俗
諦
と
道
徳
と 

就

て
云
ふ
と
き64
は
俗
諦
と
は
何
事
で
あ
る 

と
云
ふ
こ
と
を
明
に
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
■
ソ
ー
は61
云
ふ
て

見
れ
は
︑
直
に
気
が
附
く
■こ
と
で
は
あ
る
が
︑
俗
諦
は
真
諦
と
相
並
で
他
力
真
宗
の
教
義
で
あ
る
︒

即
ち
道
徳
の
教
で
は
な
く
し
て
宗
教
の
教
で
あ
る
︑
人
道
の
教
で
は
な
く
し
て
仏
道
の
教
で
あ
る
︒

 

〔
以
上
一
六
頁
〕

か か
、

き

に

ソ
ー
 59

を
区

真
諦
よ
り

は
い
。

社
会
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し
て
見
れ
は
俗
諦
は
宗
教
家
の
説
く
べ
き
所
に
し
て
宗
教
的
効
果
を
目
的
と
す
べ
き
は
言
ふ

迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
然
る
に
道
徳
は
道
徳
に
し
て
宗
教
で
は
な
い
︒
人
道
の
教
に
し
て
仏
道

■の
教
で
は
な 

故
に
此
は
道
徳
家
の
説
く
べ
き
所
に
し
て
︑
道
徳
的
効
果
を
目
的
と
す
べ
き
で
あ

る
︒
政
治
家
が
商
買67
の
事
を
云
は
ぬ
こ
と
も
な
い
︒
ケ
レ
ド
モ68
政
治
家
は
商
人
で
は
な
い
︒
商
人
が

穀
類
の
事
を
云
は
ぬ69
こ
と
も
な
い
︒
ケ
レ
ド
モ72
商
人
は
農
夫
で
は
な
い
︒
宗
教
と
道
徳
と
■ 

別
■

し
て
居
る
以
上 

其
領
分
を
乱
す
必
要
は
な
い
︒
若
し
宗
教
と
道
徳
と
をの 

区
別
を
認
め
ず
し
て
宗

教
即
道
徳
︑
道
徳
即
宗
教
と
云
ふ
す
は
り
を
取
る
な
れ
ば
初
め
よ
り
俗
諦
と
道
徳
と
の
関
係

な
ど
と
云
ふ
論
は
無
用
で
あ
る
︒
又
其
時
は 

俗
諦
を
離
し
て
道
徳
を
云
々
す
べ
き
で
な
い
︒
真
諦

俗
諦
共
に
道
徳
の
教
と
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
サ
テ71
次
に
俗
諦
と
国
家 

と
の
関
係
に
就
て
も
︑
大
体

俗
諦
と
云
ふ
こ
と
は
宗
教
の
教
で
あ
る
以
上
は
︑
其
国
家
社
会
に
貢
献
す
る
所
も
︑
亦
宗
教
的
功

績
を
貢
献
す
べ
き
こ
と
は
言
ふ
迄
も
な
い
筈
で
あ
る
︒
然
れ
は72
既
に
真
諦
の
教
を
提
唱
し
て
宗

教
的
功
績
を
貢
献
し
つ
ゝ
あ
る
以
上
は
︑
其
に
俗
諦
を
説
か
ぬ
か
ら
国
家
社
会
に
裨
益
が
な
い

と
責
む
る
には
異
門
の
鑰
で
あ
る
︒
若
し
真
諦
と
俗
諦
と
が
別
々
の
こ
と
を
教
ふ
る
も
の
な
れ
ば

 

〔
以
上
一
七
頁
〕

か か
、

き

に

ソ
ー
 59

を
区

真
諦
よ
り

は
い
。

社
会
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甲
をは
説
た
が
ま
だ
乙
が
説
か
れ
ぬ
か
ら
物
足
ら
ぬ
と
云
ふ
て
も
よ
か
ら
う
が
︑
真
諦
と
俗
諦
と

は
只
表
よ
り
す
る
と
裏
よ
り
す
る
と
の
違 

の
み
に
て
︑
全
く
同
一
の
こ
と
を
教
ふ
る
の
で
あ
る

以
上
は
︑
甲
の
み
で
物
足
ら
ぬ
と
云
ふ
こ
と
も
な
い
筈
で
あ
る
︒
其
は
兎
も
角
ヨ
シ
ヤ73
俗
諦
を
説

き
て
も
其
国
家
社
会
に
貢
献
す
べ
き
所
は
其
宗
教
的
効
果
で
あ
る
べ
き
こ
と
は
勿
論
で
あ
り

て
︑
此
は
真
諦
の
教
を 

よ
り
て
既
に
為
し
つ
ゝ
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒

　

宗
教
と
道
徳
と 

説
く
時
は
其
に 

区
別
が
あ
り
て
︑
宗
教
者
は
宗
教
を
説
き
︑
道
徳
家
は
道
徳
を

説
く
は
よ
い
が
︑
宗
教
を
説
く
が
為
に
道
徳
を
破
壊
す
る
は
不
都
合
で
あ
る
と
云
ふ
議
論
が
あ

る
︒
此
は
■一
寸■ 

困
難
な
問
題
の
様
で
は
あ
る
が
︒
シ
カ
シ74
何
と
も
致
し
方
は
な
い
︒
道
徳
と
云
ふ
も

の
が
サ
程71
脆
き
も
の
な
れ
は76
壊こ
は

れ
る
も
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
︒
サ
レ
ド77
宗
教
■者
は
矢
張
り
宗
教
を

説
く
の
が
本
分
で
あ
る
︒
本
分
を
尽
す
と
は
道
徳
の
第
一
義
の
は
宗
教
的
効
果
の
為
で
あ
る
︒
決

し
て
道
徳
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
︒
其
が
為
に
道
徳
が
破
壊
さ
る
れ
ば
其
は
道
徳

が
自
ら
壊
れ
る
の
で
あ
る
︒
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ79
此
の
如
き
漫
然
た
る
議
論
は 

実
際
に
適
当
す
る
の

で
あ
る
か
ド
ー82
か
︒
宗
教
者
は
如
何
な
る
こ
と
を
説
く
か
︒
■
人
を
殺
す
と 

果
し
て 

殺
さ
ぬ
も
択

 

〔
以
上
一
八
頁
〕 は

ひ

ケ
レ
ド
モ
 78
宗
教
者
の
本
分
を
尽
く
す

其

は

こ
と

ふ
べ
き
で
あ
る
人
を
殺
し

法
を で

あ
る
。
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む
所
は
な
い
︑
物
を
盗
む
と
も
盗
ま
ぬ
と
も
其
は
関
す
る
所
で
な
い
︑
姦姦
淫■ 

し
た
き
も
の
を
し
て

姦
淫
せ
し
■め
よ
等
と
云
ふ
︒
是
れ 

宗
教
的
見
地
よ
り
し
て
云
ふ
所
︒
無
限
の
大
悲
は
殺
盗
姦
淫
等

の
有
無
に
よ
り
て
其
救
済
を
異
に
す
る
こ
と
な
き 

を
説
く
に
外
な
ら
さぬ
こ
と
で

る
な
り 

あ
る
︒
道
徳
家

は
之
を
如
何
に
聞
く
か81
︒
是
れ
道
徳
を
破
壊
す
る
も
の
な
り
︑
是
れ82
人
道
を
蠹
毒
す
る
も
の
な
り

と
す
る
か
︒
若
し
此
の
如
く
直
に
断
言
す
る
も
の
あ
れ
ば
︑
是
れ
少
し
く
大
早
計
に
陥
り
た
る
者

で
あ
る
︒
若
し
宗
教
と
道
徳
と
の
区
別
を
明
知
す
る
も
の
な
れ
ば
︑
則
ち
云 

は
ん
の
で
あ
る 

物

を
盗
み
姦
淫
妄
語
しす
る
も
の
を
も

て
而
し
て　

咎
め 

ず
■
■ 

是
れ
寔
に
宗
教
のとし
て教 

ソ
ー83
な
く
て
は
な
ら

ぬ
こ
と 

■
■
■
然
れ
と
も84
人
道
道
徳
上 
ず
と
云
ふ
は
︑
に
於
て
は
殺
盗
は
罪
悪
な
り
姦
淫
妄
語

は
許
す 

な
ら
ん 

べ
か
ら
さ
る
こ
と
で
あ
る
︑
之
を
犯
す
も
の 

皆
是
れ81
人
道
の
罪
人 

■
■
道
徳
の

界
の
堕
落
漢
で
あ
る
と
︒
■
■
此
の
如
く
し
て
宗
教
者
は
宗
教
的
見
地
よ
り
し
て 

説
き
道
徳
家

は
道
徳
的
見
地
よ
り
し
て
説
を
為
す
︒
二
者
別
立
し
て
毫
も
牴
触
す
る
所
な
き
こ
と
で
あ
る
︒
唯

其
殺
盗
等
の
事
に
関
す
る
者
其
人
を
殺
し
物
を
盗
み
姦
淫
し
妄
語
し
た
る
者
■
︑
道
徳
を
先
とに

し
宗
教
を
後
に
す
る
も
の
な
れ
ば
︑
其
罪
過
を
改
悛
し
て
道
徳
の
門
に
入
る
べ
く
︑
宗
教
を
先
に

 

〔
以
上
一
九
頁
〕 は

ひ

ケ
レ
ド
モ
 78
宗
教
者
の
本
分
を
尽
く
す

其

は

こ
と

ふ
べ
き
で
あ
る
人
を
殺
し

法
を で

あ
る
。
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し
て
道
徳
を
後
に
す
る
者
な
れ
ば
︑
其
儘
に
走
り
て
宗
教
の 

入
る
べ
く
︑
若
し
宗
教
と
道
徳
と
を

并
せ
て
要
と
す
る
者
な
れ
ば
︑
其
罪
過
を
改
悛
し
て
同
時
に
宗
教
と
道
徳
と
の
二
門
に
入
る
へ86

く
︑
若
し
宗
教
を
も
道
徳
を
も
顧
み
さ
る87
者
な
れ
ば
其
儘
に
し
て
悪
行
を
闇
夜
に
彷
徨
す
る■

な
ら

ん
︒ 

■
■ 
場
合
も
之
に
準
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
︒
こ
と
で
あ
る
之
を
要
す
る
に
宗
教
の
説

が 

殺
盗
等
の
罪
悪
を
犯
さ
ざ
る 

道
徳
を
害
す
る
と
か
︑
仏
道
を
立
つ
る
が
為
に
人
道
が
破
れ
る

と
か
︑
只
漫
然
た
る
議
論
の
み
で
は
■
誤
解
を
免
か
れ
難
い
︒
事
は
須
ら
く
精
密
を
要
す
べ
き
で

あ
る
︒
宗
教
と
道
徳
の
区
別
が
明
か
で
あ
■り
て■ 

宗
教
者
は
宗
教
の
分
を
守
り
︑
道
徳
家
は
道
徳
の

分
を
守
り
て
各
其
能
を
尽
せ
ば
各
其
功
績
を
国
家
社
会
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

　

以
上
他
力
真
宗
の
俗
諦
と
︑
世
の
所
謂
倫
理
道
徳
と
の
交
渉
に
就
き
自
分
の
領
解
の
儘
を
筆

に
任
せ
て
一
点
書
き
の
積
り
で
申
述
べ
た
の
で
あ
る
︒
病
後
の
作
粗
漏
を
免
れ
ぬ
■段
は
■
陳
謝

■
で
あ
る

他
に
機
を
得
ば
■
■
■
■
を
■
■
■
■
し
て
置
き
ま
す
︒

 

【
以
上
二
〇
頁
】

門
に

罪
悪
の
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脚
注

１ 

︻
原
︼
俗
諦
と
道
徳
と
の
交
渉
︵
※
朱
筆
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
が
ほ
ぼ
み
え
な
い
︒
精
神
界
紙
上
の
タ
イ
ト
ル
に
な
る
よ
う
に
朱
筆
が
く
わ
え
ら
れ
た
と

判
断
し
た
い
︶
─
︻
精
︼
宗
教
的
道
徳
︵
俗
諦
︶
と
普
通
道
徳
と
の
交
渉

２ 
︻
原
︼
精
神
界
─
︻
精
︼﹃
精
神
界
﹄

３ 

︻
原
︼
精
神
界
─
︻
精
︼﹃
精
神
界
﹄

４ 

︻
原
︼
感
し
─
︻
精
︼
感
じ

５ 

︻
原
︼
陳
へ
─
︻
精
︼
陳
べ

６ 

︻
原
︼
能
は
さ
る
─
︻
精
︼
能
は
ざ
る

７ 

︻
原
︼
存
す
る
─
︻
精
︼
存
ず
る

８ 

︻
原
︼
サ
テ
─
︻
精
︼
扨

９ 

︻
原
︼
ソ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
そ
う
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
そ
う

₁₀ 

︻
原
︼
ソ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
そ
う
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
そ
う

₁₁ 

︻
原
︼
構
─
︻
精
︼
搆

₁₂ 

︻
原
︼
こ
と
に
─
︻
精
︼
こ
と
は

₁₃ 

︻
原
︼
ド
ー
︵
朱
筆
で
﹁
ど
う
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
ど
う

₁₄ 

︻
原
︼
構
─
︻
精
︼
搆

₁₅ 

︻
原
︼
真
面
目
︵
ル
ビ　

マ
ジ
メ
︶
─
︻
精
︼
真
面
目
︵
ル
ビ　

ま
じ
め
︶

₁₆ 

︻
原
︼
け
れ
ど
も
︵
朱
筆
で
﹁
け
れ
と
も
﹂︶
─
︻
精
︼
け
れ
と
も

₁₇ 

︻
原
︼
ド
ー
デ
モ
︵
朱
筆
で
﹁
と
う
て
も
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
ど
う
で
も

₁₈ 

︻
原
︼
ソ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
そ
う
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
そ
う

₁₉ 

︻
原
︼
デ
︵
朱
筆
で
﹁
で
﹂︶
─
︻
精
︼
で

₂₀ 

︻
原
︼
刺
─
︻
精
︼
剌　
　

※
誤
植
カ
？

₂₁ 

︻
原
︼
マ
ダ
︵
朱
筆
で
﹁
ま
た
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
ま
た

₂₂ 

﹁
此
は
倫
理
学
者
道
徳
研
究
家
の
位
地
で
あ
る
﹂
と
い
う
文
章
の
左
に
﹁
イ
キ
﹂
と
二
箇
所
記
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
こ
の
文
章
を
残
す
意
図
が
あ
っ
た
可

門
に

罪
悪
の
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能
性
が
高
い
︒
朱
筆
で
句
点
が
打
た
れ
て
い
る
︒
精
神
界
所
載
の
も
の
に
は
に
こ
の
文
章
が
な
い
︒

₂₃ 

︻
原
︼
其
は
此
の
こ
と
︵
朱
筆
で
﹁
其
は
﹂
を
抹
消
︶
─
︻
精
︼
此
の
こ
と

₂₄ 

︻
原
︼
ソ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
そ
う
﹂︶
─
︻
精
︼
そ
う

₂₅ 
︻
原
︼
あ
れ
ば
─
︻
精
︼
あ
れ
は

₂₆ 
︻
原
︼
ア
ー
︵
朱
筆
で
﹁
あ
﹂︶
─
︻
精
︼
あ
ー

₂₇ 

︻
原
︼
コ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
こ
﹂︶
─
︻
精
︼
こ
ー

₂₈ 

︻
原
︼
ア
ー
︵
朱
筆
で
﹁
あ
ー
﹂︶
─
︻
精
︼
あ
ー

₂₉ 

︻
原
︼
コ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
こ
ー
﹂︶
─
︻
精
︼
こ
ー

₃₀ 

︻
原
︼
ケ
レ
ド
モ
︵
朱
筆
で
﹁
け
れ
ど
も
﹂︶
─
︻
精
︼
な
れ
ど
も　
　

※
誤
植
カ
？

₃₁ 

︻
原
︼
ア
ー
︵
朱
筆
で
﹁
あ
﹂︶
─
︻
精
︼
あ
ー

₃₂ 

︻
原
︼
コ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
こ
﹂︶
─
︻
精
︼
こ
ー

₃₃ 

︻
原
︼
所
も
の
─
︻
精
︼
所
の
も
の　
　

※
原
稿
の
脱
字
を
補
っ
た
か
？

₃₄ 

︻
原
︼
ソ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
そ
﹂︶
─
︻
精
︼
そ
う

₃₅ 

︻
原
︼
み
れ
は
─
︻
精
︼
み
れ
ば

₃₆ 

︻
原
︼
修
行
す
れ
は
─
︻
精
︼
修
行
す
れ
ば

₃₇ 

︻
原
︼
タ
ト
ヘ
─
︻
精
︼
た
と
へ

₃₈ 

︻
原
︼
カ
ラ
シ
テ
︵
朱
筆
で
﹁
か
ら
し
て
﹂︶
─
︻
精
︼
か
ら
し
て

₃₉ 

︻
原
︼
ソ
コ
デ
︵
朱
筆
で
﹁
そ
こ
で
﹂︶
─
︻
精
︼
そ
こ
で

₄₀ 

︻
原
︼
た
る
が
如
︵
朱
筆
で
﹁
き
﹂
を
補
う
︶
─
︻
精
︼
た
る
が
如
き

₄₁ 

︻
原
︼
し
よ
う
が
─
︻
精
︼
し
よ
う
か　
　
　

※
誤
植
カ
？

₄₂ 

︻
原
︼
ド
チ
ラ
︵
朱
筆
で
﹁
ど
ち
ら
﹂︶
─
︻
精
︼
ど
ち
ら

₄₃ 

︻
原
︼
構
─
︻
精
︼
搆

₄₄ 

︻
原
︼
ソ
ン
ナ
︵
朱
筆
で
﹁
そ
ん
な
﹂︶
─
︻
精
︼
そ
ん
な

₄₅ 

︻
原
︼
ソ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
そ
﹂︶
─
︻
精
︼
そ
ー
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₄₆ 

︻
原
︼
障
礙
─
︻
精
︼
障
礎　
　
　
　

※
誤
植
カ
？

₄₇ 

︻
原
︼
る
様
に
─
︻
精
︼
に
様
に　
　

※
誤
植
カ
？

₄₈ 
︻
原
︼
ソ
コ
デ
︵
朱
筆
で
﹁
そ
こ
で
﹂︶
─
︻
精
︼
そ
こ
で

₄₉ 
︻
原
︼
シ
カ
シ
︵
朱
筆
で
﹁
し
か
し
﹂︶
─
︻
精
︼
し
か
し

₅₀ 

︻
原
︼
感
す
る
─
︻
精
︼
感
ず
る

₅₁ 

︻
原
︼
と
か
云
ふ
言
葉
─
︻
精
︼
と
か
云
言
葉

₅₂ 

︻
原
︼
コ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
こ
う
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
こ
う

₅₃ 

︻
原
︼
ヨ
シ
ヤ
︵
朱
筆
で
﹁
よ
し
や
﹂︶
─
︻
精
︼
よ
し
や

₅₄ 

︻
原
︼
タ
ト
ヘ
︵
朱
筆
で
﹁
た
と
え
﹂︶
─
︻
精
︼
た
と
え

₅₅ 

︻
原
︼
成
ら
と
の
─
︻
精
︼
成
ら
ぬ
と
の　
　
　
　

※
原
稿
の
脱
字
を
補
っ
た
か
？

₅₆ 

︻
原
︼
ヨ
シ
ヤ
︵
朱
筆
で
﹁
よ
し
や
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
よ
し
や

₅₇ 

︻
原
︼
が
あ
り
て
─
︻
精
︼
が
あ
つ
て

₅₈ 

︻
原
︼
ザ
ツ
ト
︵
朱
筆
で
﹁
さ
つ
と
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
さ
つ
と

₅₉ 

︻
原
︼
ソ
ン
ナ
︵
朱
筆
で
﹁
そ
ん
な
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
そ
ん
な

₆₀ 

︻
原
︼
ざ
る
─
︻
精
︼
さ
る

₆₁ 

︻
原
︼
ツ
マ
リ
︵
朱
筆
で
﹁
つ
ま
り
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
つ
ま
り

₆₂ 

︻
原
︼
と
し
と
─
︻
精
︼
と
し
て

₆₃ 

︻
原
︼
が
教
の
─
︻
精
︼
の
教
の　
　
　
　

※
誤
植
カ
？

₆₄ 

︻
原
︼
と
き
は
─
︻
精
︼
事
は　
　
　
　
　

※
誤
植
カ
？

₆₅ 

︻
原
︼
ソ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
そ
う
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
そ
う

₆₆ 

︻
原
︼
ソ
ー
︵
朱
筆
で
﹁
そ
う
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
そ
う

₆₇ 

︻
原
︼
商
買
─
︻
精
︼
商
売

₆₈ 

︻
原
︼
ケ
レ
ド
モ
︵
朱
筆
で
﹁
け
れ
ど
も
﹂︶
─
︻
精
︼
け
れ
ど
も

₆₉ 

︻
原
︼
云
は
ぬ
─
︻
精
︼
行
は
ぬ　
　
　
　
　
　

※
誤
植
カ
？
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₇₀ 

︻
原
︼
ケ
レ
ド
モ
︵
朱
筆
で
﹁
け
れ
ど
も
﹂︶
─
︻
精
︼
け
れ
ど
も

₇₁ 

︻
原
︼
サ
テ
︵
朱
筆
で
﹁
扨
﹂︶
─
︻
精
︼
扨

₇₂ 

︻
原
︼
然
れ
は
─
︻
精
︼
然
れ
ば

₇₃ 
︻
原
︼
ヨ
シ
ヤ
︵
朱
筆
で
﹁
よ
し
や
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
よ
し
や

₇₄ 
︻
原
︼
シ
カ
シ
︵
朱
筆
で
﹁
し
か
し
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
し
か
し

₇₅ 

︻
原
︼
サ
程
︵
朱
筆
で
﹁
さ
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
さ
程

₇₆ 

︻
原
︼
な
れ
は
─
︻
精
︼
な
れ
ば

₇₇ 

︻
原
︼
サ
レ
ド
︵
朱
筆
で
﹁
さ
れ
ど
﹂︶
─
︻
精
︼
さ
れ
ど

₇₈ 

︻
原
︼
ケ
レ
ド
モ
︵
朱
筆
で
﹁
け
れ
ど
も
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
け
れ
ど
も

₇₉ 

︻
原
︼
シ
カ
シ
ナ
ガ
ラ
︵
朱
筆
で
﹁
し
か
し
な
が
ら
﹂
カ
？
︶
─
︻
精
︼
し
か
し
な
が
ら

₈₀ 

︻
原
︼
ド
ー
︵﹁
ド
﹂
右
に
朱
筆
で
﹁
と
﹂︶
─
︻
精
︼
ど
う

₈₁ 

︻
原
︼
聞
く
か
─
︻
精
︼
聞
く
が

₈₂ 

︻
原
︼
是
れ
─
︻
精
︼
之
れ

₈₃ 

︻
原
︼
ソ
ー
─
︻
精
︼
そ
う

₈₄ 

︻
原
︼
然
れ
と
も
─
︻
精
︼
然
れ
ど
も

₈₅ 

︻
原
︼
是
れ
─
︻
精
︼
之
れ

₈₆ 

︻
原
︼
入
る
へ
く
─
︻
精
︼
入
る
べ
く

₈₇ 

︻
原
︼
顧
み
さ
る
─
︻
精
︼
顧
み
ざ
る


