
ど
ん
な
学
問
で
も
、
順
序
が
あ
り
階
程
が
あ
る
。
そ
れ
を
心
得

て
い
る
と
い
な
い
と
で
は
、
同
じ
努
力
を
払
っ
て
も
成
果
に
大
き

な
違
い
が
で
て
く
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
で
は
、
大
学
へ
入
っ
て
も

三
回
生
に
な
っ
て
か
ら
専
攻
の
学
科
を
き
め
、
や
っ
と
佛
教
学
科

を
選
ぶ
こ
と
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
一
年
位
は
す
ぐ
経
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
ま
だ
佛
教
学
の
中
の
西
も
東
も
わ
か
ら
ぬ
う
ち
に
（
ｌ
一

寸
と
大
げ
さ
す
ぎ
る
言
い
方
だ
が
ｌ
）
、
卒
業
論
文
に
手
を
つ
け

ね
ば
な
ら
ん
こ
と
に
な
る
か
ら
、
誰
し
も
面
く
ら
う
の
は
当
然
だ
。

卒
論
題
目
は
何
に
し
よ
う
か
と
よ
く
相
談
が
か
け
ら
れ
る
け
れ
ど

も
、
無
理
も
な
い
こ
と
。
結
局
は
教
授
か
ら
題
目
を
与
え
ら
れ
て

そ
れ
一
筋
に
打
ち
込
む
こ
と
に
な
る
が
、
研
究
の
た
め
の
資
料
の

所
在
も
わ
か
ら
ず
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
こ
な
し
て
ゆ
く
か
も
わ

か
ら
ぬ
。
そ
れ
が
佛
教
学
全
休
の
中
で
ど
ん
な
地
位
を
占
め
る
問

題
か
と
い
う
に
至
っ
て
は
、
卒
業
論
文
が
で
き
あ
が
っ
て
も
よ
く

は
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
若
し
学
者

中

国

佛
教
へ
の
道
し
る
ゞ
へと

し
て
身
を
立
て
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
卒
論
題
Ⅱ
選
定
の
館

一
歩
が
、
大
き
く
そ
の
人
の
一
生
の
学
問
を
性
格
づ
け
る
こ
と
に

な
る
か
ら
＄
そ
う
考
え
て
み
る
と
出
発
点
は
極
め
て
重
大
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
走
り
出
し
て
か
ら
途
中
で
ウ
ロ
ウ
ロ
し
て
は
困

る
。
で
は
最
初
に
ど
ん
な
用
意
を
し
て
か
か
る
が
よ
い
か
。

支
那
学
の
方
で
は
、
長
沢
規
矩
也
氏
の
「
支
那
学
入
門
書
略
解
」

と
い
う
本
（
文
求
堂
）
が
あ
り
Ⅲ
京
大
の
人
文
科
学
研
究
所
か
ら
出

た
「
東
洋
史
学
入
門
」
と
い
う
本
も
あ
っ
て
、
夫
友
研
究
者
の
た

め
に
必
読
害
を
教
え
て
い
る
。
最
近
で
は
上
海
耆
局
か
ら
と
商
務

印
害
館
か
ら
と
、
別
為
に
中
国
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
著
者
の
異

る
「
国
学
常
識
答
間
」
と
い
う
同
名
の
入
門
書
が
出
て
い
て
、
そ

の
方
面
の
学
生
に
は
役
立
っ
て
い
る
。
然
し
佛
教
の
方
で
は
簡
単

な
手
頃
な
参
考
言
が
な
い
。
深
浦
博
士
の
「
佛
教
研
究
法
」
な
ど

あ
る
に
は
あ
る
が
、
私
は
自
分
な
り
に
中
国
佛
教
関
係
の
手
引
き

を
書
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
入
門
書
の
解
説
と
い
う
よ
り
、
私

横

超
慧
日
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が
自
分
で
や
っ
て
き
た
勉
強
の
仕
方
を
耆
い
て
、
か
ど
で
に
立
つ

人
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
う
。
或
は
却
っ
て
迂
遠
な
道
で
、
早
急

に
成
果
を
挙
げ
る
方
法
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
他
山
の
石
と
い

う
こ
と
に
も
な
れ
ば
幸
で
あ
る
。

中
国
佛
教
を
研
究
す
る
の
は
、
色
左
の
意
味
が
あ
る
。
第
一
に

准
大
な
聖
典
を
持
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
経
律
諭
も
漢
訳
さ
れ
て

そ
れ
の
研
究
書
と
共
に
漢
文
大
蔵
経
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
量
の

大
き
さ
か
ら
言
っ
て
他
に
比
類
が
な
い
。
第
二
に
、
長
い
歴
史
を

持
っ
て
い
る
。
盛
衰
消
長
は
あ
っ
て
も
二
千
年
に
亙
り
、
思
想
的

に
社
会
的
に
文
化
的
に
、
人
類
の
歴
史
上
輝
か
し
い
足
跡
を
残
し

て
き
た
。
第
三
に
は
、
日
本
佛
教
の
母
胎
と
な
っ
た
。
明
治
以
降

は
別
と
し
て
‐
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
佛
教
は
、
み
な
漢
文
に
翻
訳

さ
れ
た
経
典
を
、
中
国
の
学
者
が
領
解
し
発
揮
し
た
と
こ
ろ
の
学

問
、
信
仰
の
上
に
成
長
し
て
き
た
。
第
四
に
、
イ
ン
ド
思
想
と
は

異
な
る
固
有
の
文
化
を
地
盤
と
し
て
受
容
さ
れ
た
。
同
じ
く
受
容

と
言
っ
て
も
、
日
本
へ
の
場
合
と
は
大
分
様
子
が
違
う
。
そ
の
他

等
友
。
だ
か
ら
、
中
国
の
佛
教
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
ン
ド

佛
教
や
日
本
佛
教
を
学
ぶ
人
に
も
↑
中
国
の
思
想
史
や
文
化
一
般

に
つ
い
て
研
究
す
る
人
に
も
、
決
し
て
看
過
で
き
ぬ
意
味
を
持
っ

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
中
国
佛
教
は
、
本
格
的
に
と
り
組
も
う

と
す
る
人
が
案
外
少
い
。
佛
教
は
イ
ン
ド
で
起
っ
た
か
ら
と
い
う

の
で
、
原
始
佛
教
や
大
乗
佛
教
を
研
究
す
る
人
は
多
い
。
そ
し
て

或
る
人
た
ち
は
こ
う
考
え
る
。
中
国
の
佛
教
は
ど
う
せ
翻
訳
し
た

も
の
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
今
日
の
如
く
原
典
研
究

の
盛
に
な
っ
た
時
代
に
は
、
も
う
余
り
価
値
が
な
く
な
っ
た
。
註

釈
に
し
た
っ
て
、
中
国
で
作
ら
れ
た
も
の
は
本
来
の
怠
床
か
ら
離

れ
た
附
会
の
説
が
あ
る
よ
う
だ
か
ら
余
り
信
用
で
き
ぬ
。
そ
う
考

え
て
イ
ン
ド
佛
教
を
専
門
と
す
る
学
者
か
ら
は
と
か
く
軽
視
さ
れ

易
い
。
又
或
人
た
ち
は
こ
う
考
え
る
。
現
在
の
日
本
で
行
わ
れ
て

い
る
佛
教
は
、
法
然
、
剃
獄
、
道
元
、
日
蓮
な
ど
日
本
で
深
い
意

味
を
見
出
さ
れ
た
信
仰
だ
。
だ
か
ら
そ
れ
ら
諸
宗
の
先
駆
者
と
い

う
意
味
で
は
、
中
国
高
榊
の
教
も
尊
屯
さ
る
・
へ
き
だ
が
、
何
と
言

っ
て
も
ま
だ
不
徹
底
だ
。
そ
う
考
え
て
日
本
佛
教
を
専
攻
す
る
宗

学
者
た
ち
か
ら
は
、
自
宗
の
祖
師
に
関
係
あ
る
範
囲
内
だ
け
が
研

究
さ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
中
国
佛
教
は
、
。
〈
－
リ
語
や
梵
語
の
原

典
研
究
に
主
力
を
注
ぐ
欧
米
の
学
者
に
は
余
り
手
が
つ
け
ら
れ
ず

宗
派
意
識
に
と
ら
わ
れ
勝
ち
な
日
本
の
佛
教
徒
か
ら
は
狭
い
視
野

か
ら
し
か
眺
め
ら
れ
ず
、
そ
う
か
と
言
っ
て
現
在
の
中
国
の
人
為

も
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
立
ち
自
国
の
机
先
が
歩
ん
で
き
た
大

き
な
宗
教
上
の
足
跡
を
公
平
に
研
究
し
て
正
当
に
評
価
し
よ
う
と

は
し
て
い
な
い
。
中
国
佛
教
の
教
団
史
的
研
究
は
近
年
稀
で
な
い
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Ｐ
．
Ｒ
は
こ
の
位
に
止
め
て
、
初
め
て
中
国
佛
教
に
手
を
染
め

よ
う
と
す
る
人
に
向
っ
て
、
一
般
的
な
心
が
ま
え
か
ら
述
・
へ
て
み

よ
う
。
何
と
言
っ
て
も
先
ず
第
一
に
漢
文
で
書
か
れ
た
聖
典
に
慣

れ
親
し
む
こ
と
が
先
決
問
題
だ
。
私
な
ど
は
、
寺
に
生
ま
れ
た
か

ら
小
さ
い
時
か
ら
阿
弥
陀
経
を
読
ま
さ
れ
た
。
中
学
は
名
古
屋
に

あ
る
佛
教
関
係
の
学
校
だ
っ
た
の
で
、
別
科
と
し
て
三
年
四
年
の

頃
に
は
八
宗
綱
要
と
い
う
本
を
教
え
ら
れ
た
。
日
本
で
で
き
た
も

の
だ
が
む
つ
か
し
い
漢
文
で
書
い
て
あ
る
。
五
年
の
時
に
は
大
乗

起
信
論
を
、
殆
ど
意
味
わ
か
ら
ず
に
習
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。

然
し
こ
う
い
う
経
歴
が
そ
の
後
自
発
的
に
佛
教
を
研
究
す
る
よ
う

に
な
っ
て
も
、
大
変
役
に
立
っ
た
と
思
う
。
佛
典
に
出
て
く
る
用

語
は
、
漢
音
・
呉
音
・
唐
音
・
宋
音
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
大

体
大
し
た
間
違
い
な
く
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
そ
の
お
蔭
だ

と
思
う
。
発
音
は
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
・
昔

け
れ
ど
も
↑
純
粋
に
思
想
史
若
し
く
は
教
学
史
と
し
て
の
組
織
だ

っ
た
業
績
は
今
日
ま
だ
公
に
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で

な
い
。
こ
れ
か
ら
此
の
道
に
入
ろ
う
と
す
る
若
い
学
徒
の
皆
さ
ん

に
は
、
大
き
な
領
域
が
開
拓
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
他
の
分

野
の
研
究
に
対
す
る
補
助
学
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
思
想
史
と
し

て
中
国
佛
教
を
専
門
に
志
す
人
女
の
輩
出
を
望
ん
で
止
ま
ぬ
。

あ
る
有
名
な
哲
学
者
の
講
演
を
聞
い
て
い
た
ら
、
し
き
り
に
バ
メ

イ
ポ
サ
ッ
と
い
う
語
が
で
て
く
る
。
気
を
つ
け
て
聞
い
て
い
る
と

な
ん
と
そ
れ
は
起
信
論
の
著
者
と
言
わ
れ
る
馬
鳴
（
メ
ミ
ョ
ウ
）

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
往
年
中
国
へ
旅
行
し
た
時
、
早
稲
田
大
学
卒

業
の
中
国
人
技
師
が
、
山
西
省
大
同
で
盛
ん
に
カ
ゲ
ン
ジ
と
い
う

語
を
連
発
し
た
。
何
の
こ
と
か
と
思
っ
た
ら
華
厳
寺
（
ヶ
、
コ
ン
ジ
）

の
こ
と
だ
っ
た
。
無
理
も
な
い
と
は
思
う
が
、
バ
メ
イ
や
カ
ゲ
ン

ジ
で
は
通
じ
な
い
か
ら
、
や
は
り
伝
統
的
な
読
み
方
を
覚
え
ね
ば

な
る
ま
い
。
固
有
名
詞
や
術
語
の
正
し
い
読
み
方
と
類
似
の
文
字

の
正
し
い
字
画
を
覚
え
る
こ
と
が
必
要
だ
が
、
同
時
に
漢
文
の
文

章
そ
の
も
の
に
習
熟
す
る
こ
と
が
大
事
だ
。
私
の
中
学
時
代
に
は

一
年
か
ら
五
年
ま
で
漢
文
の
教
科
書
が
あ
っ
て
、
正
科
に
な
っ
て

い
た
。
自
然
に
中
国
の
古
典
に
つ
い
て
の
知
識
も
習
得
で
き
る
こ

と
に
な
っ
て
い
た
。
然
し
今
日
で
は
そ
れ
が
な
い
。
イ
ン
ド
佛
教

に
必
要
な
梵
語
や
。
〈
－
リ
語
等
は
、
文
法
書
も
あ
り
、
辞
書
も
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
み
ん
な
が
確
実
に
つ
い
て
ゆ
け
る
。
そ
れ
に

ひ
き
か
え
漢
文
に
は
文
法
書
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
な
く
、
あ
っ

て
も
余
り
高
級
な
も
の
で
初
歩
的
な
も
の
が
な
い
・
辞
書
に
し
て

も
、
英
語
や
独
乙
語
の
文
を
読
む
時
ほ
ど
に
は
漢
和
辞
典
が
利
用

さ
れ
な
い
。
漢
和
辞
典
が
あ
ま
り
利
用
さ
れ
ぬ
の
は
、
文
字
の
細
か

い
意
味
も
知
ら
ぬ
ま
ま
に
め
い
め
い
大
体
は
心
得
た
つ
も
り
に
な
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漢
文
に
習
熟
す
る
に
は
三
つ
の
方
法
が
あ
る
。
一
つ
は
国
訳
大

蔵
経
や
国
訳
一
切
経
な
ど
と
対
照
し
な
が
ら
、
忠
実
に
原
文
を
た

ど
っ
て
ゆ
く
方
法
。
一
つ
は
訓
点
の
つ
け
て
あ
る
和
刻
本
に
よ
っ

て
、
本
文
に
即
し
つ
つ
訓
読
の
し
か
た
を
覚
え
る
方
法
。
一
つ
は

句
読
点
だ
け
あ
っ
て
、
返
り
点
や
送
り
仮
名
の
な
い
本
を
、
ど
ん

ど
ん
読
破
し
、
細
部
の
字
義
を
あ
と
ま
わ
し
に
し
て
先
ず
大
意
を

捉
え
よ
う
と
す
る
方
法
。
国
訳
と
い
う
の
は
吾
き
下
し
文
（
延
害
）

私
１
Ｊ

っ
て
い
る
か
ら
だ
。
だ
か
ら
益
友
以
て
難
解
に
な
る
。
そ
こ
で
仙

典
に
限
ら
ず
、
論
語
や
易
や
老
子
や
荘
子
な
ど
の
中
国
古
典
に
平

素
か
ら
親
し
ん
で
、
辞
書
も
漢
和
辞
典
の
他
に
「
辞
海
」
（
中
華
書
局
）

か
「
辞
源
」
（
商
務
印
害
館
）
な
ど
の
中
国
で
出
来
た
し
っ
か
り
し
た

辞
書
一
冊
は
常
に
座
右
に
具
え
て
お
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
そ
う
い
う
論
語
な
ど
の
古
典
に
し
て
も
辞
海
な
ど
の
中
国

出
版
の
辞
書
に
し
て
も
、
最
初
か
ら
そ
う
簡
単
に
読
め
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
、
初
は
古
典
の
細
か
い
意
味
の
詮
索
よ
り
大
意
を
考

え
な
が
ら
の
素
読
が
よ
い
。
辞
書
は
面
倒
が
ら
ず
に
中
国
の
辞
典

と
漢
和
辞
典
を
併
せ
て
使
用
し
、
進
む
に
従
っ
て
何
に
つ
け
て
も

事
毎
に
辞
海
な
ど
を
ひ
い
て
み
る
と
い
う
よ
う
に
し
た
い
。
小
さ

い
も
の
で
は
、
「
支
那
文
を
読
む
為
の
漢
字
典
」
（
文
求
堂
）
と
い
う

ポ
ケ
ッ
ト
用
の
も
の
が
便
利
だ
。

に
す
る
の
を
い
う
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
に
頼
っ
て
い
る
と
漢

文
読
解
力
は
上
達
し
な
い
。
又
書
き
下
し
文
に
す
る
と
、
正
確
に

も
と
の
意
味
を
伝
え
に
く
い
と
い
う
場
合
が
あ
り
、
誤
解
を
招
き

易
い
。
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
火
之
伝
於
薪
猶
神
之
伝
於
形
と
い

う
文
は
、
「
火
の
薪
に
伝
わ
る
は
、
神
の
形
に
伝
わ
る
が
ご
と
し
」

と
書
き
下
さ
れ
る
が
、
こ
の
書
き
下
し
文
だ
け
を
見
る
と
、
「
火

が
薪
に
伝
わ
る
こ
と
精
神
が
肉
体
に
伝
わ
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と

解
さ
れ
な
い
で
、
何
か
「
火
の
薪
」
と
か
「
神
の
形
」
と
か
い
う

一
連
の
語
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。
前
形
非
後
形
の

文
で
も
、
「
前
形
、
後
形
に
非
ず
」
と
書
き
下
さ
れ
る
と
、
「
前

形
は
後
形
で
な
い
」
と
い
う
意
味
か
、
「
前
形
で
も
後
形
で
も
な

い
」
と
い
う
意
味
か
、
は
っ
き
り
せ
ぬ
場
合
が
起
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
原
文
の
ま
ま
な
ら
ば
、
視
覚
に
訴
え
て
文
意
が
一
括
し

て
感
じ
と
ら
れ
る
所
を
、
仮
名
交
り
の
書
き
下
し
文
の
た
め
見
た

だ
け
で
は
ま
と
め
て
意
味
を
つ
か
み
に
く
い
こ
と
に
も
な
る
。
だ

か
ら
書
き
下
し
文
は
意
味
の
と
り
方
に
つ
い
て
参
考
に
す
る
以
外

は
↑
余
り
そ
れ
に
頼
ら
ぬ
方
が
よ
い
。

そ
れ
か
ら
一
般
に
多
く
用
い
ら
れ
る
の
は
返
り
点
や
送
り
仮
名

の
あ
る
本
を
読
む
方
法
で
あ
る
。
此
も
或
る
程
度
ま
で
は
必
要
で

漢
文
の
訓
読
法
を
習
得
す
る
上
に
大
い
に
役
立
つ
。
然
し
そ
れ
も

絶
対
視
す
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
ま
ち
が
い
を
引
き
お
こ
す
こ
と
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が
あ
る
。
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
つ
け
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
文

章
に
対
す
る
理
解
・
解
釈
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
理
解
・
解
釈

が
違
っ
て
く
れ
ば
訓
読
の
仕
方
も
違
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、
負
著

小
乗
三
蔵
学
者
と
あ
る
文
で
も
、
「
小
乗
に
負
著
す
る
三
蔵
学
者
」

と
読
む
か
、
「
小
乗
の
三
蔵
に
負
著
す
る
学
者
」
と
読
む
か
で
、

意
味
が
変
っ
て
く
る
。
若
し
も
意
味
を
正
し
く
と
ら
え
な
い
で
返

り
点
な
ど
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
、
却
っ
て
そ
の
た
め
に
読
む
者

が
ひ
き
ず
ら
れ
て
間
違
い
を
う
け
つ
ぐ
こ
と
と
な
る
か
ら
、
そ
う

い
う
場
合
に
は
寧
ろ
返
り
点
な
ど
な
い
方
が
よ
い
。
昔
か
ら
読
み

な
ら
さ
れ
て
き
た
も
の
で
も
、
佛
教
者
の
読
み
方
に
は
ど
う
か
す

る
と
無
理
な
読
み
方
を
し
た
例
が
な
い
で
は
な
い
。
だ
か
ら
多
く

読
ん
で
自
然
に
体
得
し
た
経
験
と
、
常
に
前
後
の
意
味
を
考
え
な

が
ら
そ
の
場
そ
の
場
の
正
確
な
意
味
を
考
え
て
ゆ
く
と
い
う
心
が

ま
え
と
に
よ
っ
て
、
成
る
ゞ
へ
く
は
句
読
点
だ
け
あ
っ
て
返
り
点
や

送
り
仮
名
の
つ
い
て
お
ら
ぬ
文
章
を
読
み
な
れ
る
よ
う
に
し
た
い

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
学
書
な
ど
の
場
合
は
む
つ
か
し
い
が
、

佛
書
の
場
合
は
、
出
て
く
る
用
語
に
大
抵
き
ま
っ
た
術
語
が
多
い

か
ら
、
そ
の
術
語
に
通
じ
て
お
れ
ば
そ
う
む
つ
か
し
い
も
の
で
は

な
い
。
但
し
翻
訳
さ
れ
た
経
典
で
も
羅
什
以
後
の
も
の
に
比
毒
へ
る

と
、
そ
れ
以
前
の
も
の
（
古
訳
）
は
訳
語
が
一
定
し
て
い
な
い
か

ら
む
つ
か
し
い
。
又
経
典
な
ど
に
比
べ
て
中
国
の
人
が
書
い
た
文

章
は
難
解
で
、
そ
れ
も
古
い
も
の
程
む
つ
か
し
く
、
陥
唐
頃
の
も

の
に
な
る
と
よ
ほ
ど
読
み
よ
い
。
い
つ
の
時
代
で
も
中
国
の
人
の

書
い
た
文
に
は
故
事
や
成
語
が
多
く
使
わ
れ
る
か
ら
、
そ
う
い
う

も
の
に
対
す
る
知
識
は
平
素
之
を
養
成
す
る
心
が
け
を
忘
れ
ぬ
こ

と
が
大
事
で
、
侃
文
韻
府
な
ど
で
き
る
だ
け
多
く
利
用
す
る
こ
と

を
勧
め
た
い
。

私
は
本
を
読
む
時
に
朱
を
使
う
こ
と
に
し
て
い
る
。
朱
引
き
と

言
っ
て
、
昔
か
ら
本
の
中
に
出
て
く
る
固
有
名
詞
に
は
文
字
の
中

央
や
左
右
に
朱
線
を
Ⅶ
い
た
も
の
だ
。
地
名
、
人
名
、
書
名
、
年

号
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
引
く
位
置
に
悩
例
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ

れ
は
各
自
に
工
夫
し
て
一
定
し
て
お
け
ば
よ
い
。
書
名
や
人
名
な

ど
、
之
を
や
っ
て
お
く
と
後
か
ら
調
需
へ
る
時
に
と
て
も
ち
よ
う
ほ

う
だ
。
そ
れ
か
ら
意
味
内
容
の
上
か
ら
段
落
の
切
れ
目
に
「
印
を

入
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
意
の
推
移
を
始
終
注
意
し

て
い
な
け
れ
ば
で
き
ぬ
こ
と
だ
か
ら
、
章
段
の
明
白
な
と
こ
ろ
や

問
答
の
場
所
な
ど
は
間
違
え
る
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
も
、
細
か
な

所
に
な
る
と
、
初
歩
の
時
に
加
え
た
朱
が
後
か
ら
見
て
不
適
当
に

な
っ
た
り
す
る
こ
と
か
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
い
う
よ
う

に
朱
を
入
れ
て
お
く
の
は
、
後
か
ら
読
み
返
し
て
み
る
時
意
外
な

助
け
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
善
本
を
集
め
て
秘
蔵
す
る
よ
り
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も
、
実
用
的
な
本
で
そ
れ
に
朱
線
を
引
い
た
り
、
句
誌
点
を
入
れ

た
り
、
段
落
を
切
っ
た
り
し
て
、
で
き
る
だ
け
親
し
み
深
い
も
の

に
す
る
の
を
主
義
と
し
て
い
る
。

さ
て
漢
文
佛
典
を
読
む
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
用
意
は
そ
れ
ま

で
と
し
て
、
中
国
佛
教
を
研
究
す
る
に
は
、
ど
ん
な
本
を
読
ん
だ

ら
よ
い
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
中
国
の
人
が
書
い
た
佛
教
書
に
つ

い
て
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ん
が
、
そ
れ
ら
の
根
本
に
な
る
の
は

何
と
言
っ
て
も
経
律
諭
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
主
要
な
経
と
主
要
な

術
に
目
を
通
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
中
で
も
、

般
若
経
緋
峠
維
法
華
経
勝
麓
維

浬
繋
経
粉
伽
経
金
光
明
経

解
深
密
経
無
量
寿
経
観
無
量
寿
経

な
ど
、
こ
れ
ら
の
経
典
に
つ
い
て
は
必
ず
一
往
の
知
識
を
持
っ
て

い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
ん
な
に
法
華
玄
義
を
精
読
し
て
も
、

法
華
経
を
熟
読
し
た
上
で
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
全
く
何
の
こ
と
か

わ
か
る
ま
い
。
否
、
法
華
玄
義
を
肌
解
す
る
た
め
に
は
、
法
華
経

だ
け
で
は
不
可
で
、
前
に
挙
げ
た
諸
経
は
全
部
一
往
研
究
し
た
上

で
初
め
て
、
法
華
玄
義
に
見
ら
れ
る
智
甑
の
思
索
の
深
さ
が
知
ら

れ
る
。
論
で
言
え
ば
、

智
度
論
中
諭
無
量
寿
経
論

法
華
経
論
桜
大
乗
論
十
地
経
諭

成
唯
識
諭
仏
舎
諭
起
信
論

な
ど
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
或
る
程
度
の
素
養
を
持
っ
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
三
諭
宗
関
係
の
研
究
に
は
三
論
を
、
法
相

宗
関
係
の
研
究
に
は
成
唯
識
論
を
精
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、

三
諭
宗
に
し
て
も
法
相
宗
に
し
て
も
、
決
し
て
三
論
や
成
唯
識
諭

だ
け
で
か
た
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
昔
か
ら
よ
く
、
天
台
・
華
厳

は
実
大
乗
で
、
法
相
・
三
論
は
椎
大
乗
、
供
舎
・
成
実
は
小
乗
だ

な
ど
と
言
わ
れ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
く
せ
、
天
台
を
学
ぶ
に
は
倶

舎
の
素
養
が
必
要
で
、
華
厳
を
学
ぶ
に
は
法
相
の
基
礎
が
な
く
て

は
な
ら
ぬ
と
称
さ
れ
て
き
た
。
或
る
論
を
小
乗
と
き
め
た
り
、
大

乗
の
中
で
椎
大
乗
・
実
大
釆
な
ど
を
分
け
る
の
は
今
日
の
学
問
か

ら
は
問
題
だ
が
、
然
し
天
台
の
学
説
が
倶
舎
（
毘
曇
）
・
成
実
の
基

盤
に
立
ち
、
華
厳
の
学
説
が
法
相
唯
識
を
根
底
と
し
て
お
り
、
共
に

そ
れ
ら
の
上
に
独
自
な
思
索
が
展
開
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
法
華
経
と
法
華
玄
義
を
読
ん
だ
だ
け
で

天
台
大
師
智
凱
の
真
意
が
わ
か
り
、
堆
厳
経
と
探
玄
記
を
読
ん
だ

だ
け
で
賢
首
大
師
法
蔵
の
特
色
が
知
ら
れ
る
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ

は
と
ん
で
も
な
い
ま
ち
が
い
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ど
の
一
つ

の
宗
派
な
り
、
ど
の
一
つ
の
著
述
な
り
を
研
究
す
る
に
し
て
も
、

そ
れ
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
も
の
＄
そ
れ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る

も
の
、
そ
れ
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
に
資
料
を
与
え
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こ
こ
で
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
「
Ⅲ
分
は
法

華
宗
だ
か
ら
、
法
華
経
を
研
究
し
よ
う
と
思
う
、
法
華
経
を
研
究

す
る
に
は
多
く
の
注
釈
害
が
あ
る
と
い
う
が
、
天
台
の
法
華
文
句

が
有
名
だ
か
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
法
華
経
を
読
も
う
と
思
う
。
こ
の

よ
う
に
考
え
て
、
法
華
文
句
を
参
照
し
な
が
ら
法
華
経
を
読
み
か

け
た
け
れ
ど
も
、
経
文
の
字
句
の
説
明
が
な
く
て
、
何
だ
か
自
分

の
意
見
ば
か
り
ふ
り
ま
わ
し
て
い
る
。
結
局
、
法
華
経
を
読
む
の

に
、
法
華
文
句
は
何
の
役
に
も
立
た
な
か
っ
た
」
。
「
自
分
は
浄
士

教
徒
だ
か
ら
、
無
量
寿
経
を
研
究
し
た
い
。
そ
こ
で
梵
文
の
無
量

寿
経
を
研
究
し
て
み
た
が
、
そ
の
中
に
第
十
八
願
が
は
っ
き
り
し

て
お
ら
ぬ
。
し
て
み
る
と
、
曇
鴬
や
親
鴬
な
ど
中
固
や
日
本
の
浄

た
も
の
、
そ
れ
に
核
心
的
折
針
を
示
唆
し
た
も
の
と
い
う
よ
う
に

色
点
な
角
度
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
中
で
も
前
に
挙
げ

た
経
や
論
な
ど
は
、
何
時
代
を
研
究
す
る
に
し
て
も
、
又
何
宗
を

調
、
へ
る
に
し
て
も
、
凡
そ
中
国
佛
教
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
な

ら
‐
す
べ
て
一
往
は
素
養
と
し
て
そ
れ
ら
に
対
す
る
埜
礎
知
識
だ

け
は
持
っ
て
お
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
も
か
く
、
一
番
も
と
に
な

る
経
諭
を
研
究
し
な
い
で
、
い
き
な
り
中
国
の
著
作
を
研
究
す
る

と
い
う
の
は
、
全
く
ナ
シ
セ
ン
ス
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
は
強
く
銘

記
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。

土
教
徒
が
信
仰
の
根
拠
と
し
て
い
る
所
も
、
根
本
か
ら
崩
れ
る
で

は
な
い
か
」
。
前
者
は
、
法
華
文
句
に
単
な
る
字
句
の
注
釈
を
求

め
た
も
の
で
、
そ
れ
は
そ
う
い
う
こ
と
を
期
待
し
て
求
め
る
方
が

見
当
違
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
国
で
作
ら
れ
た
註
釈
書
に
も

色
左
な
立
場
が
あ
る
か
ら
中
に
は
字
句
の
解
釈
を
し
た
も
の
も
あ

る
が
、
左
様
な
こ
と
は
ど
の
註
釈
書
に
あ
っ
て
も
主
た
る
Ⅱ
的
で

は
な
か
っ
た
。
お
よ
そ
中
国
で
の
註
釈
害
と
い
う
も
の
は
、
佛
教

思
想
全
体
を
見
わ
た
し
て
、
自
己
の
佛
教
信
念
に
基
い
て
経
文
を

解
釈
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
故
に
誰
が
見
て
も
異
論
の
な
い
よ
う

な
字
義
の
解
釈
は
‐
決
し
て
本
意
と
す
る
所
で
は
な
か
っ
た
。
そ

う
い
う
書
物
に
対
し
て
‐
初
歩
的
な
字
句
の
釈
義
を
求
め
る
と
い

う
の
は
、
期
待
そ
の
も
の
が
既
に
誤
ま
っ
て
い
た
と
言
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
は
経
典
を
ま
ず
表
面
的
に
字
句
の
通
り
に
自
分

で
読
ん
で
み
る
が
よ
い
。
そ
の
上
で
、
色
だ
の
観
点
が
出
て
く
る
。

文
学
的
考
察
、
社
会
的
背
景
、
外
教
と
の
交
渉
、
先
行
経
典
と
の

関
係
、
成
立
過
程
の
検
討
、
文
献
と
し
て
の
州
互
的
関
連
究
明
、

語
学
的
見
地
よ
り
の
詮
索
等
、
近
時
学
者
の
間
で
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
研
究
視
野
は
広
い
。
然
し
、
昔
の
中
国
の
学
者
は
、
曾
て

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
中
心
課
題
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
等
は
そ
の

経
の
中
か
ら
、
ｎ
分
の
人
生
観
を
見
出
し
た
。
ｎ
分
が
生
き
て
ゆ

く
上
で
の
指
針
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
字
句
の
行
間
か
ら
、
お
の
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ず
か
ら
汲
み
と
ら
れ
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の

体
験
を
通
し
て
読
み
と
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
信
念
と
し

て
生
き
る
た
め
の
力
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
れ
わ

れ
も
、
一
往
経
典
の
文
面
が
理
解
さ
れ
た
な
ら
ば
、
単
に
研
究
の

資
料
素
材
と
し
て
見
る
こ
と
に
止
め
ず
、
そ
の
中
か
ら
自
分
に
と

っ
て
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
を
求
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
単
に
客
観

的
研
究
の
資
料
素
材
と
し
て
の
み
そ
れ
に
接
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
科
学
者
の
仕
事
で
あ
り
、
宗
教
の
任
で
は
な
い
。
口
己
の
人
生

観
、
そ
こ
に
こ
そ
中
国
の
経
典
註
釈
家
が
情
熱
を
こ
め
た
目
の
っ

け
所
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
と

無
量
寿
経
の
梵
文
に
第
十
八
願
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
で
我
友
は
、
無
量
寿
経
の
中
の
第
十
八
願
を
亜
視
し

た
曇
憾
や
親
撤
の
宗
教
に
疑
義
を
持
つ
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
い

で
あ
ろ
う
。
竺
撤
や
親
驚
は
梵
文
の
無
量
寿
経
を
知
ら
ぬ
け
れ
ど

も
同
じ
浄
土
教
経
典
の
中
で
も
異
説
が
多
友
あ
る
中
か
ら
、
根
本

的
な
も
の
本
質
的
な
も
の
を
見
出
し
て
そ
れ
の
行
方
を
追
求
し
て

い
っ
た
。
梵
文
と
漢
訳
と
の
異
同
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
我
女
自

身
に
課
せ
ら
れ
た
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
語
学
的
な
又
は

歴
史
的
な
研
究
だ
け
で
処
理
せ
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ

と
が
わ
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
以
上
の
よ
う
だ
と
す
る
と
、
我
次
が
古
来
の
経
疏
や
研
究

書
に
求
め
る
所
の
も
の
も
、
自
然
に
決
ま
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
は

佛
教
が
そ
れ
ら
の
人
友
に
お
い
て
如
何
に
生
き
て
い
る
か
を
示
す

も
の
で
あ
る
か
ら
、
着
眼
次
第
で
我
禽
に
於
て
佛
教
が
生
き
て
く

る
そ
の
門
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
っ
て
こ
そ
こ
れ
が
佛
教

史
と
な
り
佛
教
学
と
な
る
も
の
だ
と
私
は
思
う
。
だ
が
そ
の
着
眼

は
人
に
よ
っ
て
異
る
。
そ
の
人
の
宗
教
体
験
の
巾
や
深
さ
に
応
じ

て
人
毎
に
異
り
、
同
じ
人
で
も
時
と
共
に
深
浅
が
あ
る
。
そ
う
い

う
わ
け
で
、
単
に
表
面
的
な
理
解
に
止
ま
る
限
り
は
人
毎
に
大
差

は
な
い
か
も
知
れ
ん
け
れ
ど
も
、
信
念
に
肉
薄
す
る
こ
と
深
け
れ

ば
深
い
程
、
古
人
の
説
を
解
明
す
る
学
者
の
見
解
も
個
性
的
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
世
界
に
於
て
は
、
常
に
新
し
い
も
の
が

精
妙
で
古
い
も
の
は
止
揚
せ
ら
れ
た
、
と
き
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
前
に
、
こ
れ
か
ら
中
国
佛
教
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
人
に

向
っ
て
、
先
ず
中
国
で
重
ん
じ
ら
れ
た
主
な
経
諭
を
読
む
よ
う
に

勧
め
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
梵
語
の
原
文
と
対
照
し
た
り
、
成
立
の

段
階
な
ど
を
研
究
し
な
く
て
も
よ
い
か
ら
（
不
要
だ
と
い
う
の
で

は
な
い
、
第
一
に
手
を
つ
け
る
ゞ
へ
き
仕
事
で
は
な
い
と
い
う
の
だ
）

と
も
か
く
漢
訳
の
本
で
、
で
き
る
だ
け
忠
実
に
字
義
を
明
か
に
す

る
よ
う
に
と
言
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
上
で
、
そ
れ
ら
の
経
に
対

す
る
古
来
著
名
な
疏
を
選
ん
で
読
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
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注
華
経
の
（
天
台
智
顎
に
よ
る
）
法
華
玄
義
、
法
華
文
句

浬
藥
経
の
（
章
安
灌
頂
に
よ
る
）
浬
藥
経
疏

維
摩
経
の
（
嘉
祥
寺
吉
蔵
に
よ
る
）
浄
名
玄
諭

勝
童
経
の
（
同
じ
く
吉
蔵
に
よ
る
）
勝
通
宝
窟

観
無
量
寿
経
の
（
善
導
に
よ
る
）
観
経
四
帖
の
疏

華
厳
経
の
（
賢
首
法
蔵
に
よ
る
）
華
厳
探
玄
記

な
ど
、
こ
れ
ら
は
中
国
佛
教
屈
指
の
名
著
で
あ
る
。
論
に
対
す
る

注
秋
と
し
て
は
、

（
曇
働
の
）
浄
土
怖
註
（
法
蔵
の
）
起
信
諭
義
記

（
吉
蔵
の
）
中
諭
疏
（
窺
基
の
）
唯
識
述
記

な
ど
こ
れ
ら
畢
生
の
力
作
は
、
大
い
に
心
し
て
精
読
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
幾
度
も
読
み
返
し
て
、
味
沈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
急

い
で
早
く
読
み
あ
げ
よ
う
と
か
、
そ
の
中
か
ら
何
か
早
く
研
究
成

果
を
つ
か
み
た
い
と
か
考
え
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
精
読
す
る

と
い
う
の
は
、
分
析
し
て
一
宇
一
句
の
意
味
を
明
か
に
す
る
こ
と

で
は
な
い
。
も
と
の
経
や
論
を
横
に
お
き
な
が
ら
そ
れ
ら
の
注
釈

書
を
見
て
、
な
ぜ
そ
う
し
た
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の
か
、
同
じ
く

と
り
あ
げ
る
に
し
て
も
、
と
り
あ
げ
方
に
色
女
あ
る
は
ず
だ
け
れ

ど
、
そ
う
い
う
と
り
あ
げ
方
を
し
た
の
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ

る
か
、
色
友
の
角
度
か
ら
眺
め
て
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
の

よ
う
に
し
て
全
体
と
部
分
と
の
関
係
、
表
面
と
底
意
と
の
均
衡
、

前
に
私
は
教
義
研
究
者
の
必
枕
書
を
挙
げ
た
。
支
那
学
の
方
で

は
、
付
っ
て
胡
通
氏
が
「
一
個
最
低
限
度
的
国
学
書
Ⅱ
」
を
書
か
れ

た
こ
と
が
あ
り
、
梁
啓
超
氏
も
ま
た
「
国
学
必
読
書
及
其
読
法
」
と

い
う
一
書
を
出
し
て
お
ら
れ
る
（
中
南
出
版
社
）
。
中
国
で
は
「
国
学

基
本
雌
書
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
一
往
誰
で
も
必
要
な
も
の

を
入
手
で
き
る
か
ら
よ
い
が
、
佛
教
に
関
し
て
は
服
要
害
が
仲
淀

手
に
入
ら
ぬ
の
で
困
る
。
戦
前
は
為
替
相
場
の
関
係
で
中
国
で
出

た
佛
耆
を
安
く
買
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
で
和
刻
本
の
佛
言
が

高
く
て
手
に
入
ら
ぬ
わ
れ
わ
れ
学
生
は
、
北
京
や
上
海
の
功
徳
林

佛
経
流
通
処
と
い
う
の
を
通
し
て
、
金
陵
刻
経
処
な
ど
で
刊
行
さ

れ
た
佛
書
を
大
量
に
買
う
こ
と
が
で
き
た
。
今
で
は
そ
の
道
が
な

い
。
大
蔵
経
は
是
非
具
え
た
い
が
、
専
門
研
究
に
は
ど
う
し
て
も

大
字
の
単
行
本
が
ほ
し
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
入
門
す
る
研
究
者
は

資
本
が
か
か
っ
て
仲
女
大
変
だ
と
思
う
。
資
本
は
と
も
か
く
と
し

理
論
と
実
践
と
の
連
喋
、
な
ど
が
常
に
大
局
的
に
考
察
さ
れ
る
時

そ
の
研
究
は
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
自
分
の
血
と
な
り
肉
と
な

っ
て
ゆ
く
。
佛
教
精
神
の
所
在
を
忘
れ
て
単
に
素
材
を
操
作
す
る

だ
け
を
任
と
す
る
技
術
家
の
み
ふ
え
て
も
、
そ
れ
は
仰
教
学
の
興

隆
と
は
別
事
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
研
究
方
法

が
著
者
の
本
意
に
沿
っ
た
学
び
方
で
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。
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て
も
ほ
し
い
本
を
手
に
入
れ
る
の
が
容
易
で
な
い
か
ら
、
学
生
諸

君
は
東
京
や
京
都
の
著
名
な
佛
教
聿
巨
店
へ
は
常
友
足
を
運
び
ゞ
そ

こ
の
発
売
書
目
（
例
へ
ぱ
其
中
堂
発
売
書
Ⅱ
な
ど
）
を
欠
か
さ
ず
目
を
通

し
て
お
く
が
よ
い
。
特
に
大
事
な
こ
と
は
組
織
立
っ
た
佛
教
図
書

の
目
録
を
い
つ
も
座
右
に
具
え
て
お
く
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
龍
谷

大
学
や
大
谷
大
学
の
「
図
書
館
和
漢
書
分
類
目
録
」
な
ど
は
、
な

に
も
そ
の
図
書
館
の
直
接
利
用
者
だ
け
で
な
く
、
使
い
方
次
第
で

は
単
独
に
そ
れ
だ
け
で
も
大
変
役
に
立
つ
も
の
だ
。
支
那
学
研
究

者
は
、
「
書
目
答
問
」
（
補
正
版
、
中
華
害
局
）
と
い
う
も
の
を
座
右
に

置
く
。
分
類
し
た
書
名
目
録
で
、
巻
数
、
著
者
名
、
版
本
の
種
類

等
を
基
本
的
な
書
物
に
つ
い
て
列
挙
し
て
あ
る
。
龍
大
や
谷
大
の

図
書
館
目
録
は
今
の
所
、
書
目
答
問
の
役
目
を
果
す
も
の
と
言
え

よ
う
。
「
大
正
大
蔵
経
総
目
録
」
や
、
日
本
大
蔵
経
に
附
い
て
い

る
解
題
（
二
冊
）
、
「
大
日
本
佛
教
全
書
総
目
録
」
等
も
あ
る
と
便
利

だ
が
、
佛
教
全
書
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
佛
教
書
籍
目
録
」

二
冊
は
、
「
大
正
大
蔵
経
第
五
十
五
巻
」
の
目
録
部
と
並
ん
で
、

佛
教
学
研
究
者
に
と
っ
て
古
人
の
業
績
を
烏
臓
さ
せ
て
く
れ
る
資

料
で
あ
る
。

全
く
の
入
門
者
に
は
前
に
挙
げ
た
必
読
書
を
素
読
す
る
だ
け
で

も
大
変
だ
か
ら
、
先
ず
望
月
博
士
編
の
「
佛
教
大
辞
典
」
で
一
往

の
こ
と
を
調
、
へ
る
と
か
↑
「
佛
書
解
説
大
辞
典
」
で
そ
れ
ぞ
れ
の

経
論
を
引
い
て
み
る
が
よ
い
。
又
「
国
訳
一
切
経
」
に
は
み
な
初

に
解
題
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
此
も
必
ず
見
て
お
く
こ
と
。
そ
う

い
う
も
の
で
予
術
知
識
を
得
て
か
ら
、
ね
ば
り
強
く
素
読
を
初
め

る
の
だ
。
急
い
で
は
い
け
な
い
、
休
ん
で
も
い
け
な
い
。
コ
ッ
コ

ッ
と
読
破
す
る
忍
耐
力
を
つ
け
る
こ
と
が
、
大
事
で
あ
る
。
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