
ノ
、
く
Ｊ
、
Ｊ
ｊ
～
ｆ
り
く
、
ｆ
Ｊ
、
く
ノ
、
／
ｌ
ｒ
ｊ
ｒ
、
〃
ｌ
ｊ
ｌ
く
ｊ
ｊ
１
Ｊ
、

海
外
学
界
一
一
ユ
ー
ス

』
．
、
ｒ
ｊ
ｌ
く
ノ
ー
ノ
ー
ｒ
、
〃
、
ノ
色
Ｊ
１
ノ
、
ノ
、
ノ
ー
Ｉ
ノ
ー
〃
、
！
Ｊ
１
く
、
Ｉ

従
来
、
私
は
欧
米
の
佛
教
学
に
つ
い
て
関
心
を
深
め
て
い
た
。
そ
の
理

由
は
約
七
ヶ
年
の
間
、
欧
米
の
大
学
で
職
を
奉
じ
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
や
ハ

ー
バ
ー
ド
大
学
で
講
義
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
欧
米
の
こ
と
ば
か
り

報
告
し
て
来
た
。
然
る
に
イ
ン
ド
を
除
く
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
つ
い
て
は

古
典
の
知
識
に
基
づ
い
た
思
念
に
限
ら
れ
て
い
て
現
状
に
つ
い
て
極
め
て

乏
し
い
関
心
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
今
更
は
じ
入
る
。
と
こ
ろ

が
、
最
近
、
次
の
理
由
で
い
く
ら
か
の
関
心
を
持
た
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

て
来
た
。
即
ち
、
第
一
、
か
ね
て
欧
米
で
出
会
う
ホ
ン
コ
ン
・
タ
イ
ワ
ン
人

の
研
究
を
傍
見
し
つ
つ
自
ら
主
観
的
に
感
じ
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
現

地
に
お
い
て
確
か
め
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
第
二
、
行
政
的
に
で
あ
る
が

最
近
タ
イ
ワ
ン
・
ホ
ン
コ
ン
よ
り
の
日
本
留
学
生
が
増
加
し
つ
つ
あ
り
、

特
に
、
私
の
セ
ミ
ナ
ー
の
大
学
院
に
も
二
・
三
の
中
国
人
が
中
国
文
学
で
な

く
原
始
佛
教
学
研
究
と
い
う
意
外
な
領
域
を
研
究
す
る
た
め
に
集
ま
っ
て

来
た
。
そ
の
た
め
そ
の
指
導
に
あ
た
っ
て
、
先
づ
彼
ら
の
原
地
を
た
し
か

め
、
そ
の
諸
研
究
機
関
の
現
状
と
将
来
及
び
諸
機
関
の
要
望
を
現
地
で
体

に
感
じ
取
っ
て
お
き
た
い
と
い
う
責
任
感
も
手
助
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来

な
い
。
こ
の
外
国
人
指
導
方
法
は
諸
外
国
の
教
授
の
間
で
は
珍
し
い
こ
と

ホ
ン
コ
ン
・
タ
イ
ワ
ン
佛
教
学
へ

の
望
蜀
の
言

佐
々
木
現
順

で
は
な
い
。
今
ま
で
ア
メ
リ
カ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
生
も
私
の
セ
、
、
、
ナ
ー

に
来
て
い
た
が
、
欧
米
に
つ
い
て
若
干
の
経
験
が
あ
る
た
め
彼
ら
と
の
交

流
は
極
め
て
円
滑
に
行
わ
れ
た
と
信
じ
て
い
る
。
又
、
彼
ら
も
非
常
に
気

楽
な
気
持
で
学
問
以
外
の
日
本
の
現
状
を
批
判
し
、
又
私
の
欧
米
批
判
に

も
か
な
り
同
調
し
て
く
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。
現
在
、
中
国
留
学
生
が
中

国
以
外
の
我
を
イ
ン
ド
佛
教
に
関
心
を
示
し
て
来
た
こ
と
自
体
一
つ
の
進

歩
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
故
に
そ
れ
ら
諸
君
の
国
を
先
づ
理

解
し
て
お
く
こ
と
の
必
要
を
痛
感
し
た
次
第
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
ホ
ン
コ
ン
・
タ
イ
ワ
ン
は
私
の
欧
米
生
活
中
、
数
度
に
わ
た
っ

て
見
学
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
は
通
過
の
域
を
脱
し
て
い

な
か
っ
た
。
幸
い
今
回
機
会
を
え
て
一
九
六
九
年
八
月
二
十
五
日
よ
り
わ

づ
か
十
五
日
間
で
あ
っ
た
が
、
一
つ
の
目
的
だ
け
持
っ
て
滞
在
す
る
こ
と

が
出
来
た
。
こ
こ
で
は
多
く
を
述
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
た
だ
欧
米

と
比
較
し
て
特
に
今
後
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
国
食
に
望
み
た
い
こ
と
だ
け

を
拾
い
あ
げ
て
お
き
た
い
。
し
か
し
、
現
状
を
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
か
ら

起
き
た
単
な
る
夢
想
で
あ
る
と
叱
陀
を
う
け
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も

私
の
一
所
感
と
し
て
寛
恕
を
乞
い
た
い
と
思
う
。

一
、
ホ
ン
コ
ン
に
大
学
に
準
ず
る
研
究
機
関
と
し
て
英
国
系
の
ホ
ン
コ

ン
大
学
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
佛
教
は
も
と
よ
り
中
国
文
学
の
た

め
に
専
門
化
さ
れ
た
研
究
部
は
存
し
て
い
な
い
。
し
か
る
に
九
龍
側
に
一

九
六
四
年
に
独
立
し
た
新
亜
研
究
所
が
設
立
せ
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
所
は

中
国
ホ
ン
コ
ン
大
学
（
崇
基
・
新
亜
・
聯
合
三
学
部
）
の
一
部
で
あ
る
が
、

中
国
文
学
・
哲
学
・
西
洋
文
化
に
関
す
る
専
門
研
究
学
部
が
設
け
ら
れ
て

い
る
。
東
洋
に
関
す
る
専
門
研
究
部
門
が
漸
く
新
し
く
出
発
し
た
ば
か
り
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で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
現
代
に
於
け
る
ホ
ン
コ
ン
の
政
治
的
意
味
と
共
に

注
目
す
雫
へ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
ま
た
ま
会
っ
た
高
校
生
達
の
間
で
さ
え

ホ
ン
コ
ン
の
独
立
運
動
或
は
英
語
に
代
る
中
国
語
の
進
出
に
対
し
て
非
常

な
熱
意
が
見
ら
れ
た
。
か
か
る
言
語
を
通
じ
て
の
革
進
運
動
は
洋
の
東
西

を
問
わ
な
い
。
イ
ン
ド
に
於
け
る
英
語
と
ヒ
ン
デ
ィ
ー
の
国
語
紛
争
或
は

、
、
ヘ
ル
ギ
ー
に
於
け
る
フ
ラ
ン
ス
語
と
フ
レ
ニ
ン
ミ
シ
ュ
語
と
の
文
化
的
革

進
運
動
な
ど
そ
れ
で
あ
る
。
而
も
か
か
る
運
動
の
先
端
は
学
生
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
大
国
の
間
に
介
在
す
る
諸
国
家
及
び
イ
ン
ド
の

如
き
大
国
に
し
て
而
も
伝
統
的
文
化
を
持
て
る
諸
国
の
間
と
い
う
二
種
の

国
家
に
の
み
見
ら
れ
る
運
動
の
特
色
は
言
語
の
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
ホ
ン
コ
ン
は
イ
ン
ド
の
如
き
数
百
種
に
わ
た
る
言

語
の
複
雑
性
は
な
く
、
英
語
と
マ
ン
ダ
リ
ー
ン
語
で
用
が
足
せ
る
と
い
う

市
民
生
活
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
大
学
に
於
け
る
中
国
語
学
学

習
に
極
め
て
便
宜
を
与
え
る
。
後
述
す
る
如
く
、
タ
イ
ワ
ン
に
於
て
中
国

語
を
学
ば
ん
と
す
る
よ
り
も
ホ
ン
コ
ン
が
現
在
の
日
本
の
国
際
的
位
置
か

ら
言
っ
て
最
も
近
い
国
で
あ
ろ
う
。
北
京
発
音
も
充
分
学
び
う
る
ら
し
い
。

そ
も
そ
も
中
国
語
研
究
は
日
本
の
佛
教
学
者
の
間
に
う
と
ん
ぜ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
将
来
、
改
む
、
へ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
佛
教
学
者
に
と
っ
て

現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
特
に
英
語
力
が
重
要
で
あ
る
と
同
じ
く
、
ア
ヵ
テ
ミ

カ
ー
に
は
中
国
語
研
究
が
何
よ
り
も
モ
ー
ダ
ン
な
分
野
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

の
大
学
特
に
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
等
に
於
け
る
佛
教
学
及
び
学
生
達
が
中
国

学
に
も
通
じ
中
国
語
乃
至
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
語
会
話
に
も
不
自
由
し
な
い
ほ
ど
熟

達
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
筆
者
も
講
義
し
た
場
合
、
中
国
語
の

研
究
が
最
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
た
。
こ
の
点
で
、
今
後
、
若
い

佛
教
学
徒
は
近
い
と
一
」
ろ
で
は
中
国
或
は
ホ
ン
コ
ン
大
学
へ
留
学
さ
れ
ん

こ
と
が
望
ま
れ
る
。
単
な
る
中
国
学
専
門
学
徒
に
限
ら
な
い
。
ホ
ン
コ
ン

に
は
欧
州
の
学
徒
が
少
か
ら
ず
留
学
し
て
い
る
。
若
干
の
日
本
人
留
学
生

に
も
会
っ
た
が
凡
て
中
国
学
専
門
の
学
生
ら
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

イ
ン
ド
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
が
、
英
語
を
話
さ
な
い
学
者
に
勝
れ
た

多
く
の
伝
統
的
学
者
が
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
こ
う
い
う
学
者
は
。
ハ
ン
テ
ィ

ト
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
ホ
ン
コ
ン
に
於
て
も
中
国
文
化
に
育
成
さ
れ
て

中
国
か
ら
渡
っ
て
来
た
い
く
ら
か
の
学
者
が
ま
じ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
唯

識
学
者
羅
時
惠
の
如
き
で
あ
る
。
新
亜
研
究
所
教
授
で
あ
っ
た
彼
は
最
近

「
唯
識
方
隅
」
な
る
論
文
を
「
法
相
学
会
集
刊
」
第
一
輯
に
掲
載
し
て
い

る
。
彼
は
成
唯
識
論
の
英
訳
完
成
に
従
事
し
て
い
る
所
の
童
達
の
師
で
あ

る
。
童
達
は
現
在
、
九
竜
に
お
り
、
ホ
ン
コ
ン
の
法
相
佛
教
研
究
所
の
指

導
を
し
つ
つ
、
時
折
タ
イ
ワ
ン
に
出
講
し
て
い
る
。
英
語
が
通
じ
な
い
諸

学
者
と
立
入
っ
た
談
合
を
交
え
ね
ば
ホ
ン
コ
ン
に
つ
た
え
ら
れ
て
行
く
伝

統
的
佛
教
学
の
現
状
・
将
来
を
確
実
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
う
。

こ
の
点
、
中
国
語
を
解
せ
な
い
こ
と
は
誠
に
遺
憾
で
あ
り
、
単
な
る
英
語

通
訳
に
よ
る
理
解
を
記
す
る
こ
と
は
ひ
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
客
観

的
資
料
か
ら
見
る
と
佛
教
に
関
し
て
は
総
括
的
な
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ

る
が
所
謂
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
テ
キ
ス
ト
批
判
と
い
う
研
究
方
法
は
佛
教
に
関

す
る
限
り
、
見
う
け
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
我
々
は
佛
教
の
如
き
外
国
文
化

の
研
究
に
は
比
較
研
究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
の

．
ハ
ン
デ
イ
ト
達
の
研
究
か
ら
も
同
様
な
印
象
を
う
け
る
。
但
し
イ
ン
ド
の

学
者
達
の
伝
統
的
分
析
の
中
に
屡
冬
合
理
性
を
越
え
た
民
族
的
直
観
が

ひ
ら
め
く
の
を
見
た
。
そ
の
勝
れ
た
越
合
理
性
が
つ
か
め
ず
し
て
テ
キ
ス
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卜
批
判
を
な
し
て
も
単
な
る
テ
ク
’
一
ヅ
ク
に
終
る
。
そ
の
点
で
自
国
文
化

に
専
心
す
る
学
者
達
の
伝
統
的
研
究
か
ら
出
て
く
る
直
観
こ
そ
実
は
我
々

の
最
終
目
的
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
我
だ
が
注
目
し
て
よ
い
研

究
は
か
か
る
伝
統
的
学
者
の
伝
持
の
仕
方
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
日
本
の
一

学
徒
か
ら
の
希
望
で
あ
る
が
、
中
国
に
於
て
は
単
に
伝
統
的
研
究
に
止
ま

ら
ず
、
一
歩
前
進
し
て
東
西
哲
学
の
比
較
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
方
面
で
は
唐
君
毅
教
授
の
セ
ミ
ナ
ー
は
特
色
を
発
揮
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
温
厚
な
唐
教
授
は
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
近
代
哲
学
に
明
る
い
。
又
謝
幼
偉

教
授
の
研
究
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

幸
い
本
学
の
原
始
佛
教
学
専
攻
の
大
学
院
に
新
亜
研
究
所
よ
り
髻
霜
晦

氏
が
留
学
に
来
て
い
る
。
こ
の
研
究
所
よ
り
新
亜
学
報
が
出
版
さ
れ
て
い

る
。
彼
は
米
国
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
燕
京
研
究
所
の
奨
学
金
を
得
て
現
在
私

の
セ
ミ
ナ
－
て
イ
ン
ド
古
典
語
の
学
習
に
従
事
し
て
い
る
。
更
に
又
、
珠

海
書
院
出
身
の
梁
道
蔚
氏
は
京
大
で
二
ヶ
年
の
研
究
生
活
を
経
て
か
ら
本

学
の
大
学
院
で
原
始
佛
教
学
を
専
攻
し
目
下
、
私
の
セ
ミ
ナ
ー
で
異
部
宗

輪
論
研
究
に
従
事
し
て
い
る
。

タ
イ
ワ
ン
も
そ
う
で
あ
る
が
、
中
国
に
於
け
る
佛
教
研
究
者
に
と
っ
て

不
充
分
な
点
は
イ
ン
ド
佛
教
学
の
背
景
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ

っ
た
。
国
際
的
特
に
欧
米
の
学
界
を
念
頭
に
お
く
と
す
れ
ば
、
佛
教
学
が

イ
ン
ド
的
背
景
を
考
慮
に
入
れ
て
思
想
的
体
系
の
意
味
付
け
を
与
え
て
ね

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
方
面
へ
の
前
進
こ
そ
将
来

の
タ
イ
ワ
ン
・
ホ
ン
コ
ン
に
於
け
る
佛
教
学
者
の
取
る
べ
き
飛
躍
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
。

他
方
、
日
本
の
佛
教
学
者
に
つ
い
て
も
新
し
い
展
望
を
期
待
し
て
よ
い
。

そ
れ
は
佛
典
漢
文
と
イ
ン
ド
古
典
と
の
対
照
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
基
本

的
に
は
佛
典
漢
文
そ
の
も
の
の
中
国
語
的
了
解
を
先
づ
把
え
て
お
か
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
従
来
、
た
し
か
に
ゆ

る
が
せ
に
し
て
い
た
点
で
な
い
か
と
思
う
。
即
ち
、
佛
教
学
者
の
間
に
中

国
語
そ
の
も
の
の
研
究
が
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

中
国
語
研
究
が
新
し
い
分
野
に
な
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
今
更
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
ほ
ど
佛
教
学
者
の
中
国
語
に
関
す
る
知
識
は
乏
し
い
。
こ
の
点
で

今
後
、
ホ
ン
コ
ン
・
タ
イ
ワ
ン
は
中
国
語
研
究
の
た
め
に
開
か
れ
た
新
し

い
門
戸
で
あ
る
と
思
う
。
現
に
こ
れ
ら
諸
研
究
所
に
は
欧
米
の
学
徒
が
中

国
語
研
究
の
た
め
多
数
集
っ
て
い
る
の
を
見
た
。
佛
教
と
い
う
外
国
文
化

を
学
ぶ
た
め
に
先
づ
語
学
研
究
が
第
一
で
あ
る
。
哲
学
と
い
う
も
の
は
一

生
か
か
っ
て
、
自
分
の
手
で
作
り
上
げ
る
↓
へ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
人
か
ら

学
ぶ
だ
け
で
い
い
，
も
の
で
は
な
い
。
極
端
な
言
い
方
だ
が
、
大
学
で
学
ぶ

べ
き
も
の
と
い
え
ば
語
学
し
か
な
か
ろ
う
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

二
、
タ
イ
ワ
ン
は
そ
の
一
部
の
台
北
し
か
訪
ね
て
い
な
い
か
ら
全
般
的

な
印
象
は
書
類
・
図
書
論
文
に
頼
る
外
な
い
。
ホ
ン
「
一
ン
と
著
し
く
相
違

し
て
い
る
と
感
ぜ
ら
れ
た
の
は
佛
教
が
寺
院
と
い
う
形
で
一
般
の
手
に
生

き
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
又
、
研
究
機
関
に
於
け
る
不
充
分
な
点
は

こ
れ
ら
の
佛
教
寺
院
が
出
版
の
一
部
を
担
当
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
大

学
と
し
て
は
中
国
文
化
学
院
の
佛
教
研
究
所
が
あ
る
の
み
で
、
曾
っ
て
本

学
の
修
士
を
卒
業
し
た
張
曼
濤
氏
が
助
教
授
と
し
て
資
料
を
収
集
し
て
努

力
し
て
い
る
。
前
文
部
大
臣
で
あ
っ
た
と
い
う
張
其
的
理
事
長
は
ハ
ー
バ

ー
ド
大
学
の
学
位
を
持
ち
タ
イ
ワ
ン
の
文
化
興
隆
に
絶
大
な
寄
与
を
な
し

て
い
る
重
要
人
物
で
あ
る
。
彼
に
よ
る
と
「
中
国
本
土
よ
り
移
動
し
て
来
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た
諸
学
者
の
中
に
中
国
の
中
心
思
想
た
る
道
教
の
学
者
が
お
ら
ず
、
従
っ

て
佛
教
学
者
の
養
成
に
力
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
」

と
い
う
。
張
其
的
は
文
化
的
教
育
的
方
針
は
道
教
の
倫
理
と
社
会
観
に
よ

る
と
い
う
こ
と
を
強
張
し
て
い
た
。
彼
は
ま
れ
に
見
る
中
国
紳
士
の
風
貌

と
卓
見
を
有
し
て
い
た
。
こ
こ
で
我
盈
は
黄
彰
建
、
許
悼
雲
。
蒲
春
溥
・
盧

硫
駿
等
の
各
学
科
の
諸
教
授
と
食
を
共
に
し
て
意
見
の
交
見
の
交
換
を
な

し
た
。
外
来
の
講
師
と
し
て
中
国
文
化
学
院
そ
の
他
へ
出
講
し
て
い
る
篤

学
の
士
に
印
順
が
い
る
。
彼
は
先
に
「
論
吉
与
論
師
之
研
究
」
を
著
し
て
、

タ
イ
ワ
ン
に
於
け
る
佛
教
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
を
対
象
と
す
る
に
至
っ
て
い
る

証
左
を
示
し
た
。
又
、
「
中
華
佛
教
史
蹟
」
一
巻
を
彼
の
会
舘
よ
り
出
版

し
て
い
る
。
談
論
し
て
み
る
と
極
め
て
明
快
な
卓
見
を
持
っ
て
お
り
、
そ

れ
の
み
で
な
く
、
伝
統
的
解
釈
と
近
代
的
考
え
方
と
の
比
較
研
究
に
も
充

分
な
識
見
を
示
し
た
。
外
に
は
旧
来
、
私
が
持
論
と
し
て
持
っ
て
い
た
と

こ
ろ
の
三
世
実
有
法
体
恒
有
に
つ
い
て
論
じ
合
っ
た
。
そ
の
結
果
「
三
世

に
法
体
が
恒
有
で
あ
る
」
と
す
る
日
本
で
の
解
釈
は
正
し
く
な
い
。
こ
れ

は
「
三
世
実
有
。
法
体
恒
有
」
と
い
う
如
く
二
極
の
文
と
理
解
す
《
へ
き
で

あ
る
と
す
る
私
の
自
説
に
対
し
て
直
に
共
鳴
を
得
た
が
、
こ
の
こ
と
は
今

後
の
研
究
に
と
っ
て
力
づ
よ
い
。
こ
の
問
題
は
更
に
松
山
寺
の
学
者
道
安

師
の
賛
同
も
う
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
で
あ
る
。
佛
典
漢
文
を
漢
文
と
し

て
読
解
す
る
伝
統
的
理
解
で
も
近
代
的
研
究
方
法
に
よ
っ
て
合
理
化
せ
し

め
う
る
一
例
で
あ
る
と
考
え
る
。
か
か
る
寺
院
の
学
匠
に
よ
っ
て
出
版
さ

れ
た
も
の
は
他
に
も
多
い
。
大
虚
大
師
「
傍
厳
経
摂
論
与
研
究
」
、
楽
清

朱
鐘
宙
「
詠
莪
堂
佛
学
著
述
羅
」
又
は
「
中
華
大
典
」
等
で
あ
る
。

な
お
、
大
学
水
準
の
研
究
機
関
以
外
に
意
外
な
活
動
が
見
ら
れ
た
。
そ

れ
は
中
華
佛
教
文
化
舘
長
と
し
て
佛
教
文
化
雑
誌
発
行
或
は
講
演
等
で
活

動
し
て
い
る
東
初
師
の
貢
献
で
あ
る
。
台
北
市
外
の
北
投
に
立
派
な
会
舘

を
持
ち
、
絶
え
ず
研
究
に
も
余
念
が
な
い
。
か
な
り
の
信
者
と
ス
ポ
ン
サ

ー
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
と
い
う
会
舘
は
あ
だ
か
も
日
本
に
於
け
る
寺
檀

関
係
を
思
わ
し
め
た
。
中
国
の
華
僑
が
寺
そ
の
も
の
或
は
そ
の
附
属
物
へ

の
寄
進
の
志
の
厚
い
こ
と
は
曾
っ
て
．
へ
ナ
ン
或
は
ク
ア
ル
ラ
ン
ブ
ー
ル
等

を
訪
ね
た
時
も
同
じ
く
感
ぜ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
学
僧
は

必
ず
経
典
の
講
読
を
以
て
、
信
者
に
対
す
る
布
教
法
と
し
て
お
り
、
単
な

る
説
教
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
点
、
中
国
佛
教
の
文
化
的
発
展
史
を
取

扱
う
我
為
に
と
っ
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
佛
教
文
化
活
動
に

従
事
し
て
い
る
東
初
師
に
著
書
「
中
印
佛
教
交
通
史
」
が
あ
り
、
或
は
斯

界
の
文
献
が
充
分
集
め
ら
れ
た
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
を
会
舘
内
に
設
置
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
不
思
議
で
は
な
い
。
現
在
の
段
階
で
は
こ
う
し
た
大
学
以

外
の
諸
文
化
機
関
に
い
く
ら
か
の
学
者
が
佛
教
を
研
究
し
て
い
る
。
即
ち
、

佛
教
学
は
大
学
に
於
て
は
そ
の
緒
に
つ
い
た
許
り
で
あ
る
が
、
一
般
寺
院

の
中
に
佛
教
学
と
布
教
と
の
一
致
し
た
形
態
即
ち
行
学
一
致
と
い
う
形
態

が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
態
は
大
学
に
於
け
る
佛
教
学
の
発
達
と
共
に

ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
、
或
は
ど
の
よ
う
な
特
色
を
発
揮
し
て
行
く
か
は

今
後
の
注
意
し
て
よ
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
形
は
小
さ
い
が
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
於
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
僧
院
の
キ
リ
ス
ト
教
研
究
と
大
学
に
於
け
る

キ
リ
ス
ト
教
と
の
対
比
を
思
わ
せ
る
。
行
学
一
致
と
い
う
研
究
態
度
に
於

て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
僧
院
と
タ
イ
ワ
ン
の
寺
院
佛
教
と
は
同
傾
向
で
あ
る
と

感
ぜ
ら
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
事
情
が
異
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
、

「
教
会
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
わ
れ
る
の
は
大
学
の
１
’
一
、
ワ
ー
サ
ル
・
ク
リ
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ス
チ
ャ
ン
テ
ィ
ー
と
対
立
し
た
呼
称
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
は
大
学
の
ア
カ

デ
、
、
、
ズ
ム
か
ら
み
れ
ば
大
衆
の
布
教
を
主
と
し
た
も
の
で
研
究
と
別
個
の

領
域
で
あ
る
と
考
え
、
少
く
と
も
大
学
の
学
徒
は
自
分
達
と
同
水
準
に
は

見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
於
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
教
会
の
心
情
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
キ
リ
ス
ト
教
学
と
キ
リ

ス
ト
教
福
音
活
動
と
の
間
に
は
東
洋
の
寺
院
に
於
け
る
学
問
と
信
仰
と
の

距
離
以
上
に
遠
い
距
離
が
あ
る
こ
と
は
意
外
な
ほ
ど
で
あ
る
。
東
洋
の
佛

教
圏
に
は
タ
イ
ワ
ン
と
い
え
ど
も
そ
れ
ほ
ど
の
距
離
が
存
し
な
い
と
い
う

こ
と
を
見
た
。

大
学
外
の
文
化
団
体
を
網
羅
し
て
中
華
学
術
院
が
設
立
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
人
文
・
社
会
・
科
学
に
関
す
る
最
高
の
学
術
院
で
あ
っ
て
米
・
独

俳
・
等
内
外
の
有
名
学
者
を
会
員
に
入
れ
て
い
る
。
会
員
は
哲
士
・
議
士

研
士
と
い
う
身
分
に
分
か
れ
、
総
数
千
十
名
を
数
え
る
。
そ
の
中
、
哲
士

は
外
国
人
七
四
名
・
本
国
人
一
七
八
名
で
あ
る
。
こ
の
下
に
哲
学
・
政
治

・
地
学
等
二
十
種
の
学
術
団
体
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
又
、
毎
年
、
国
際

会
議
が
開
か
れ
、
人
文
学
は
二
年
毎
で
あ
っ
て
一
九
七
一
年
に
次
回
が
開

か
れ
る
。
筆
者
の
如
き
者
も
そ
の
会
員
（
哲
士
）
の
一
人
に
推
さ
れ
て
帰

っ
た
が
意
外
な
栄
誉
で
も
あ
っ
た
。
文
化
交
流
の
上
で
何
か
学
徒
の
役
に

立
て
れ
ば
と
思
っ
て
推
せ
ん
を
受
け
た
こ
と
で
あ
る
。
張
其
的
博
士
が
学

術
院
長
の
地
位
に
い
る
。

原
始
佛
教
を
初
め
大
乗
佛
教
研
究
に
関
し
て
言
え
ば
、
コ
ー
ー
ロ
ッ
パ
は

凡
て
原
始
佛
教
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
た
し
、
又
、
現
在
も
そ
の
諸
資
料

の
参
考
な
し
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
過
去
十
ケ
年
に
わ
た
っ
て
私
も
屡

を
予
告
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
学
界
は
阿
含
・
’
一

カ
ー
ヤ
研
究
か
ら
ア
ビ
ダ
ル
マ
研
究
に
向
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
予

告
の
如
く
歴
然
と
し
て
来
た
。
ウ
ィ
ー
ン
の
フ
ラ
ウ
ワ
ル
ナ
ー
が
そ
の
研

究
の
一
部
と
し
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
経
典
史
に
注
目
し
出
し
、
既
に
北
伝

ア
ビ
ダ
ル
マ
の
論
害
の
歴
史
的
発
展
を
論
文
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
。
更

に
本
年
度
（
一
九
七
○
年
）
に
入
り
て
、
〈
ン
ブ
ル
グ
大
学
の
、
●
ヘ
ル
ン
ハ

ル
ト
教
授
は
ア
ビ
ダ
ル
一
、
研
究
を
講
義
題
目
に
さ
え
掲
げ
る
に
至
っ
た
。

私
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
に
在
職
中
も
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
ン
ハ
ル
ト
教

授
と
談
合
し
て
来
た
が
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
に
現
在
チ
》
ヘ
ッ
ト
学
者
に
よ

る
佛
教
学
が
樹
立
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
合
計
八
種
も
の
講
義
が
花
々
し

く
開
識
さ
れ
た
。
予
想
の
如
く
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
て
は
ハ
ン
ブ
ル
グ
が
佛
教
学

の
中
心
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
も
は
や
疑
う
余
地
も
な
い
。
過
去
に
於

て
も
こ
れ
程
、
伽
教
学
が
多
く
開
講
さ
れ
た
大
学
は
ど
こ
に
も
存
し
な
い

幸
い
我
が
セ
ミ
ナ
ー
よ
り
田
端
哲
哉
君
が
、
三
月
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
へ
三

年
間
の
留
学
に
渡
独
し
た
。
彼
の
地
の
友
人
教
授
よ
り
私
に
「
良
い
学
生

を
送
っ
て
く
れ
た
」
こ
と
を
謝
す
る
私
信
が
と
ど
い
て
い
る
。
我
☆
は
こ

の
方
面
へ
出
て
活
力
を
た
く
わ
え
て
帰
朝
す
る
学
徒
の
増
加
す
る
こ
と
を

特
に
願
う
こ
と
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
欧
米
の
学
徒
と
同
じ
資
料
を
あ
つ
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
我

有
の
任
務
は
困
難
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
よ
ろ
こ
び
も
多
い
。
我
有
は
国

際
的
飛
躍
を
夢
み
て
、
欧
米
の
研
究
態
度
を
↓
、
ス
タ
ー
出
来
る
地
位
に
立

っ
て
い
る
と
信
ず
る
。
し
か
し
、
将
来
は
こ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
充
分
で

は
な
い
。
既
述
の
如
く
、
中
国
語
の
研
究
が
更
に
追
加
さ
れ
ね
ば
な
る
ま

い
。
そ
の
こ
と
を
特
に
中
国
を
近
く
持
つ
我
国
佛
教
界
は
知
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
佛
教
学
・
中
国
文
学
・
中
国
語
学
は
一
つ
の
文
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化
圏
の
学
と
し
て
合
せ
学
ば
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
専
攻
の
学
生
は
中
国
語

で
話
し
中
国
語
で
理
解
し
て
行
っ
て
い
る
。
屡
食
我
有
は
コ
ン
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
欠
く
こ
と
す
ら
あ
っ
て
不
便
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
更

に
チ
ベ
ッ
ト
の
古
典
及
び
現
代
文
の
読
破
を
目
ざ
し
て
講
義
を
開
講
す
る

に
至
っ
た
の
も
一
つ
の
文
化
圏
に
入
る
文
化
人
と
し
て
チ
ベ
ッ
ト
を
広
く

眺
め
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
佛
教
学
の
専
門
分
野
は
か
か
る
広
い
視
野
に

立
つ
こ
と
な
し
に
は
決
し
て
確
固
た
る
体
系
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
繰
り
返
す
な
ら
ば
、
佛
教
と
い
う
外
国
文
化
を
研
究
す
る
上
に

最
も
必
要
な
も
の
は
諸
語
学
で
あ
る
。
欧
米
人
は
始
め
も
終
り
も
語
学
を

主
と
し
て
取
扱
う
。
我
国
で
瘻
を
行
わ
れ
る
よ
う
に
語
学
を
軽
視
し
て
容

易
に
哲
学
思
想
へ
入
り
こ
む
こ
と
は
厳
に
慎
し
む
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

尤
も
欧
米
人
の
考
え
る
語
学
と
は
言
葉
の
遊
び
で
は
な
く
、
も
っ
と
本
質

的
な
も
の
即
ち
文
字
通
り
語
の
学
は
「
ロ
。
コ
ス
の
学
」
で
あ
る
。
私
は
こ

の
点
を
押
え
て
、
私
は
先
に
「
哲
学
を
学
ぶ
要
は
な
い
」
と
極
言
し
た
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
欧
米
の
研
究
態
度
か
ら
し
て
、
ホ
ン
コ
ン
・
タ
イ
ワ

ン
等
で
漸
く
始
ま
っ
た
ば
か
り
と
思
え
る
新
し
い
佛
教
学
も
中
国
語
だ
け

に
と
ど
ま
ら
ず
、
古
典
イ
ン
ド
語
の
研
究
を
最
も
重
要
視
し
て
始
め
る
必

要
が
あ
る
と
言
い
え
よ
う
。
そ
の
努
力
が
本
学
に
在
籍
す
る
若
い
中
国
人

研
究
者
達
に
よ
っ
て
熱
心
に
従
事
せ
ら
れ
始
め
た
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
。
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