
経

典

三

学

金

子

大

栄

一

経
典
三
学
と
い
う
題
目
の
も
と
に
、
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
仏
教
の
経
典
、
こ
と
に
大
乗
経
典
を
学
ぶ
方
式 

に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
。
我
々
が
経
典
を
学
ぶ
態
度
に
つ
い
て
、
三
つ
の
方
式
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
方
式
が
互
い
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
が
こ
と
に
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
本
日
、
日 

本
の
印
度
学
仏
教
学
大
会
が
大
谷
大
学
で
開
か
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
か
ね
て
老
学
と
し
て
の
希
望
を
述
べ
て
み
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。 

第
一
に
、
経
典
と
い
う
も
の
は
、
我
々
に
何
を
説
き
、
何
を
教
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
古 

来
、
仏
教
の
宗
と
か
体
と
か
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

『
法
華
経
』
は

「
諸
法
実
相
」
を
体
と
し
、

『
華 

厳
経
』
は

「
法
界
縁
起
」
を
説
く
こ
と
を
宗
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
う
方
法
で
経
典
を
学
ぶ 

の
は
、
伝
統
的
な
も
の
で
あ.
り
、
ま
た
本
格
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
こ
れ
を
「
経
典
宗
学
」
と
呼 

ぼ
う
と
思
い
ま
す
。

第
二
に
、
こ
の
経
典
は
、
い
つ
、
い
か
に
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
勿
論
、
経
典

14



が
何
を
説
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
経
典
宗
学
と
は
別
な
面
か
ら
み
て
お
る
の
で
あ
り 

ま
し
て
、
そ
れ
は
極
め
て
多
方
面
に
わ
た
っ
て
お
る
。
あ
る
い
は
今
日
、
日
本
に
行
な
わ
れ
て
お
り
ま
す
仏
教
の
研
究
は
、
こ
れ
に
概
括 

し
て
も
い
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
名
前
は
少
し
狭
く
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
れ
を
一
括
し
て 

「
経
典
史
学
」
と
呼
び
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
に
は
、
そ
の
史
学
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
宗
学
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
当
然
、
予
想
せ
ら
れ
て
お
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の 

経
典
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
。
古
来
か
ら
申
し
ま
す
と
こ
ろ
の
教
相
と
い
う
も
の
に
当
る
の
で
あ 

り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
教
相
と
い
う
も
の
を
、
も
う
少
し
広
く
考
え
ま
し
て
、
そ
の
経
典
の
表
現
方
式
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の 

こ
れ
を
私
は
「
経
典
文
学
」
と
呼
び
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
経
典
宗
学
と
経
典
史
学
と
経
典
文
学
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
と
い
い
ま
し
て
も
、
こ
の
三
つ
が 

全
然
別
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
三
つ
が
互
い
に
協
力
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
本
当
に
仏
教
が
興
隆
す
る
の
で
な
い
で 

あ
ろ
う
か
と
い
う
希
望
か
ら
、
こ
の
題
を
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

二

ま
ず
第
一
に
、
経
典
宗
学
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
経
典
そ
の
も
の
の
要
求
し
て
お
る
学
問
で
あ
る
、
と
、
こ
う
い
っ
て
よ
い
の
で
あ 

ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
経
典
が
、

「
も
し
心
あ
っ
て
自
分
を
学
ぶ
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
学
ん
で
ほ
し
い
」
と
、
経
典
そ
の
も
の
の 

要
求
し
て
お
る
学
問
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
ま
ず
考
え
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
広
い
意
味
に
お
い
て
経
典
と
い
う
も
の
は
、
 

人
間
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
経
典
と
い
う
も
の
は
、
我
々
に
確
か
な
人
生
観
を
起
さ
せ
よ
う
、
世
界
観
を 

与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
す
ぐ
問
題
に
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
は
や
が
て
自
覚
と
い
う
こ 

と
・
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
自
覚
が
、
な
ぜ
経
典
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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こ
れ
は
、
広
く
申
し
ま
す
れ
ば
、
宗
教
と
哲
学
と
の
別
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
何
も
の
に
も
よ
ら
な
い
で
、
 

自
覚
か
ら
出
発
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
よ
き
人
の
教
え
を
聞
い
て
い
こ
う
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て 

自
分
の
道
を
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
宗
教
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
行
き
方
に
は
、
ど
う
い
う
違
い
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
っ 

い
て
は
、
今
日
、
あ
ま
り
詳
し
く
お
話
し
す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
と
も
あ
れ
教
え
を
宗
と
す
る
と
こ
ろ
に
経
典
宗
学
が
あ
る
の
で 

あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
の
用
語
を
使
い
ま
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
聞
思
」
で
し
ょ
う
。
戒
定
慧
の
三
学
の
慧
学
は
、
聞
思
修
の 

三
慧
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
ま
ず
聞
く
と
い
う
こ
と
。
聞
い
て
、
し
こ
う
し
て
、
そ
の
教
え
を
自
分
の
生
活
に
照
ら
し
て
思
う 

て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
経
典
宗
学
は
、
経
典
に
よ
っ
て
自
分
の
道
を
見
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に
お
い
て 

ま
ず
も
っ
て
聞
思
の
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
当
然
わ
か
り
ま
す
こ
と
は
、
経
典
宗
学
は
仏
弟
子
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
を
尊
信
し
、
そ
の
教
え 

に
よ
っ
て
い
こ
う
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
始
め
か
ら
仏
弟
子
の
道
で
あ
る
、
仏
陀
の
弟
子
と
し
て
学
ぼ
う
と 

い
う
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
点
に
お
き
ま
し
て
は
、
経
典
宗
学
は
、
す
な 

わ
ち
信
解
の
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
信
解
と
い
う
こ
と
は
、

『湼
槃
経
』
の
迦
葉
品
に
「
善
男
子
、若
し
人
信
心
に
し
て
智
慧 

有
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
是
の
人
は
則
ち
能
く
無
明
を
増
長
す
。
若
し
智
慧
有
り
て
信
心
有
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
是
の
人
は
則
ち
能
く
邪
見 

を
増
長
す
」
(

迦
葉
菩
薩
品
第
三)

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
智
慧
を
解
と
し
ま
す
れ
ば
、
ま
ず
仏
教
を
尊
信
し
て
お
る
、
尊
信
し
て
お
る
か
ら 

し
て
、
わ
か
り
た
い
と
い
う
智
慧
を
呼
び
起
す
。
そ
う
し
て
、
そ
の
智
慧
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
信
を
深
め
る
。
だ
か 

ら
、
そ
の
智
慧
を
拒
否
す
る
よ
う
な
信
は
無
明
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
だ
愚
か
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
っ
て
、
信 

を
無
視
し
て
智
慧
だ
け
で
、
仏
教
は
こ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
あ
え
て
信
じ
よ
う
と
し
な
い
で
、
仏
教
を
学
ぶ
と
い 

う
な
ら
ば
「
と
も
す
れ
ば
、
邪
見
を
増
長
す
る
と
、
こ
う
い
っ
て
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
、
宗
学
は
、
や
が
て
見
を
破
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
自
分
は
こ
う
思
う
の
で
あ
る
と
い
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う
我
見
を
破
る
た
め
に
、
宗
学
と
い
う
も
の
は
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宗
学
そ
の
も
の
に
我
見
が
加
わ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は 

救
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

『
中
論
』
で
あ
り
ま
し
た
か
、

「
空
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
執
着
を
破
る
た
め
に
い
う
、
し
か
る
に 

空
と
い
う
こ
と
に
執
着
す
れ
ば
、
諸
仏
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は 

や
が
て
経
典
宗
学
の
上
に
お
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
宗
学
と
い
う
も
の
は
、
要
す
る
に
、
我
々
の
は
か 

ら
い
を
破
る
た
め
に
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
そ
の
も
の
に
見
が
結
び
つ
い
て
、
自
分
の
考
え
が
正
し
い
の
で
あ
る
、
他
人
の
考
え 

は
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
度
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
今
朝
も

『
湼
槃
経
』
を
開
い
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す 

が
、

『
湼
槃
経
』
の
心
に
よ
り
ま
す
と
い
う
と
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
の
を
、

「
一
闡
提
」
で
あ
る
と
い
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い 

か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
次
に
考
え
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、
経
典
宗
学
は
、

一
生
の
学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
死
ぬ
ま
で
、
生
命
の 

あ
ら
ん
限
り
、
も
う
こ
れ
で
済
ん
だ
と
い
う
こ
と
の
な
い
の
が
経
典
宗
学
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
で
あ
る
か
と
い
う
と 

信
解
行
証
で
あ
り
ま
し
て
、
仏
教
の
教
え
と
い
う
も
の
は
身
に
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
 

こ
の
身
の
あ
ら
ん
限
り
教
え
を
聞
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
聞
薰
習
」
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
宗
学
と
い
う
も
の
は
、

一
生
を
尽
し
て
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま 

す
。し

か
し
、
そ
れ
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
沢
山
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
書
物
が
沢
山
あ
る
か
ら
、

一
生
涯
か 

か
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
ん
な
学
者
で
も
、
学
ぶ
か
ぎ
り
は
、

一
生
涯
か
か
る
の
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
仏
教
の
経
典
と
い
う 

も
の
は
随
分
沢
山
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
読
む
の
に
一
生
涯
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
一
生
涯
か
か
る
と
い
う
こ 

と
で
は
な
く
し
て
、
教
え
を
「
身
証
」
し
て
い
く
、
身
に
つ
け
て
い
く
と
い
う
意
味
で
一
生
涯
か
か
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

で
す
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
た
真
理
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
。
身
に
っ
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い
た
も
の
は
、
極
め
て
単
純
で
あ
る
。
そ
の
単
純
さ
と
い
う
も
の
が
宗
学
の
願
い
で
あ
り
ま
す
。
学
ん
で
老
境
に
至
れ
ば
、
い
よ
い
よ
単 

純
な
も
の
が
身
に
つ
い
て
く
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
宗
学
の
願
い
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
決
し
て
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
。
と 

こ
ろ
が
、
誤
ま
っ
て
複
雑
な
も
の
が
宗
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
れ
ば
、
そ
れ
は
昔
か
ら
批
難
さ
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
「
煩 

瑣
宗
学
」
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
宗
学
の
願
い
は
、
そ
の
よ
う
に
煩
瑣
な
も
の
で
は
な
く
し
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
、
と
い 

う
こ
と
が
い
え
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

三

第
二
に
、
経
典
史
学
は
、
さ
き
ほ
ど
の
宗
学
が
伝
統
の
学
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
由
研
究
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
て
い
い
の
で
あ
り 

ま
し
・
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
経
典
史
学
は
、
仏
教
に
よ
っ
て
人
生
を
学
ぶ
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
仏
教
を
学
ぶ
、
つ
ま
り
仏
教
を
対
象 

に
し
て
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
申
し
ま
す
れ
ば
、
今
日
、
日
本
及
び
世
界
に
行
な
わ
れ
て
お 

り
ま
す
仏
教
の
研
究
と
い
う
も
の
は
、
史
学
と
い
う
名
前
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ま
あ
史
学
と
い
う
言
葉 

に
摂
め
て
い
い
学
問
、
つ
ま
り
仏
教
を
対
象
と
し
て
の
学
問
で
あ
る
と
、
こ
う
い
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
た
だ 

し
か
し
、
そ
の
仏
教
を
対
象
と
し
て
学
ぶ
と
い
う
立
場
が
甚
だ
曖
朦
で
あ
る
。
研
究
の
成
果
は
非
常
に
は
っ
き
り
い
た
し
て
お
り
ま
し
て 

実
に
驚
く
べ
き
ほ
ど
色
々
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
学
ぶ
立
場
と
い
う
も
の
が
明
瞭
を
欠
い
て 

お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
問
題
に
な
り
ま
す
の
は
——

、
こ
れ
は
問
題
に
し
な
く
て
い
い
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
前
か
ら
問 

題
に
な
っ
て
お
り
ま
す
こ
と
は
、
日
本
の
仏
教
学
者
と
西
洋
の
仏
教
学
者
と
、
何
か
違
う
感
じ
を
受
け
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
日
本
の
仏 

教
学
者
の
発
表
は
、
ど
こ
か
暗
い
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
も
う
少
し
徹
底
し
な
い
も
の
を
感
じ
る
。
と
こ
ろ
が
、
西
洋
の
学
者
の
書
物
— 

—
と
い
っ
て
も
、
私
は
外
国
語
が
読
め
な
い
の
で
す
か
ら
、
翻
訳
さ
れ
た
も
の
を
み
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
西
洋
の
書
物
を
み
る
と
い
う
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と
、
何
か
非
常
に
明
解
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
科
学
的
研
究
に
な
る
と
い
う
と
、
何
か
明
る
い
も
の
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。 

二
三
日
前
の
『中
外
日
報
』
に
、
ド
イ
ツ
の
あ
る
仏
教
学
者
は
、
こ
の
盛
大
な
日
本
の
印
度
学
仏
教
学
会
を
批
評
し
て
、

「
す
べ
て
は 

無
価
値
で
あ
る
」
と
い
う
た
そ
う
で
す
が
、
ど
う
も
甚
だ
け
し
か
ら
ん
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
然
、
日
本
の
仏
教
学
会
か
ら
「
そ
う 

で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
い
う
て
い
た
だ
か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
も
そ
ん
な
ふ
う
に
思
う
た
こ
と
を
、
ド
イ
ツ
の 

人
が
い
う
た
の
で
す
か
ら
し
て
、

「
よ
く
も
い
っ
た
な
あ
—
」
と
い
う
感
じ
も
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
私
は 

そ
の
日
本
の
仏
教
学
者
の
不
徹
底
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
そ
う
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
何
か
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
い
か
に
自 

由
と
申
し
ま
し
て
も
、
日
本
人
の
血
の
中
に
は
、
伝
統
的
な
何
か
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
伝
統
的
な
何
か
が
あ
っ
て
、
そ 

う
し
て
、
そ
れ
が
日
本
の
仏
教
学
会
と
い
う
も
の
を
形
成
し
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
日
本
の
仏
教
学
の
方
に 

は
、
む
こ
う
さ
ま
の
ご
承
知
な
い
よ
う
な
、
あ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
も
う
少
し
反
省
し
て
い
く
な
ら
ば
、
む
こ
う 

の
人
に
勝
手
な
こ
と
を
い
わ
せ
な
い
で
済
む
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
は
、
限
ら
れ
た
時
間
で
余
談
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
ヤ
ス
ペ
ル
ス
が
『仏
陀
と
竜
樹
』
と
い
う
書
物
を
書
い
た
。
と 

こ
ろ
が
、
日
本
か
ら
ド
イ
ツ
に
学
ん
で
お
っ
た
あ
る
学
生
の
話
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
本
の
翻
訳
が
出
た
と
き
に
ヤ
ス
ペ
ル
ス
が
「
君
は
、
 

こ
れ
を
ど
う
思
う
か
」
と
。
実
は
、
日
本
の
学
者
か
ら
、
大
変
ほ
め
て
も
ろ
う
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

「
名
著
で
あ
る
と
、
ほ
め
て
も
ろ 

う
た
ん
だ
が
、
君
は
ど
う
思
う
か
」
と
た
ず
ね
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。

「
そ
う
で
す
ね
——

〇
私
は
、
た
し
か
に
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
こ 

と
は
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
間
違
い
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
仏
陀
と
竜
樹
の
精
神
と
い
う
も
の
は
、
本
当
に
こ
れ
で
い
い 

の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
り
ま
す
」
と
答
え
た
ら
ば
、
ヤ
ス
ペ
ル
ス
は
、
我
が
意
を
得
た
り
と
い
う
よ
う
な
顔
を
し
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
，
 

「
そ
う
で
あ
ろ
う
、
君
の
い
う
こ
と
は
本
当
で
あ
ろ
う
。
僕
は
宗
教
・
に
つ
い
て
色
々
論
じ
る
け
れ
ど
も
、
最
後
は
バ
イ
ブ
ル
で
あ
る
。
バ 

イ
ブ
ル
に
帰
る
。
だ
か
ら
、
日
本
に
も
何
か
伝
統
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
そ
こ
へ
帰
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
に
ち
が 

い
な
い9

そ
う
い
う
眼
か
ら
み
れ
ば
、
僕
の
発
表
と
い
う
も
の
は
、
・
 

間
違
い
は
な
い
が
、
し
か
し
、
ど
う
か
ね
、
と
、
首
を
か
し
げ
る
君

19



の
考
え
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
た
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
大
い
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
も
の
が
あ
る
、
と
、
こ
う
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
経
典
史
学
の
立
場
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
 

広
い
文
化
的
教
養
を
得
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

一
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
ま
、
中
村
元
先
生
の
お
話
を
拝
聴
し 

た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
私
は
、
耳
が
悪
い
も
の
で
す
か
ら
、
二
人
で
話
を
す
る
と
き
に
は
、
前
の
人
の
話
を
聞
く
方
が
い
い
か
聞
か
ぬ
方 

が
い
い
か
、
い
つ
で
も
困
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
聞
い
て
も
半
分
し
か
わ
か
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
前
の
人
と
違
っ
た
よ
う
な 

こ
と
を
い
う
と
、
前
の
人
に
失
礼
な
こ
と
に
な
る
。
正
直
な
こ
と
を
申
し
ま
す
が
、
私
は
、
前
の
人
の
お
話
に
対
し
て
、
そ
れ
に
背
く
よ 

う
な
こ
と
を
い
う
つ
も
り
は
絶
対
に
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
必
ず
謹
し
ん
で
聞
い
て
、
そ
う
し
て
聞
い
た
と
い
う
気
持
に
な
り
た
い
ん
で 

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
や
っ
ば
り
自
分
も
い
い
た
い
こ
と
を
い
う
も
の
で
す
か
ら
、
ど
こ
か
で
ど
う
か
な
ら
ぬ
か
と
、
実
は
、
 

び
く
び
く
し
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ま
あ
、
浄
土
教
の
世
界
思
想
史
的
意
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
は
何
か
広
い 

立
場
が
あ
る
。
仏
教
の
中
に
お
ら
な
い
で
、
仏
教
と
い
う
も
の
を
対
象
と
し
て
、
そ
う
し
て
、
世
界
思
想
史
の
立
場
か
ら
眺
め
よ
う
と
い 

う
こ
と
は
、
私
に
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
大
い
に
敬
意
を
表
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て' 

日
本
の
仏
教
学
者
が
、
い
つ
で
も
仏
教
を
研
究
す
る
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
広
い
視
野
を
も
っ
て
、
そ
れ
に
よ 

っ
て
世
界
の
文
化
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
気
持
を
も
っ
て
お
る
も
の
で
あ
る
か
、
ど
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
で
な
し
に
、
 

す
べ
て
は
科
学
的
研
究
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
だ
け
の
こ
と
を
研
究
し
て
お
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題 

に
な
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
研
究
発
表
と
い
う
言
葉
と
、
調
査
報
告
と
い
う
言
葉
を
区
別
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
区
別 

は

「
け
し
か
ら
ん
」
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
こ
う
申
し
ま
す
こ
と
は
、
調
査
報
告
は
決
し
て
無
用
で
あ
る 

と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
調
査
報
告
、
大
い
に
必
要
な
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
調
査
報
告
は
、
い
か
に
明
細
に
せ
ら
れ
て
も
、
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や
は
り
調
査
報
告
は
調
査
報
告
で
あ
っ
て
、
決
し
て
研
究
発
表
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
研
究
と
い
う
二
字
は
、
義
理
を
明
ら
か
に
す 

る
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
そ
の
義
理
を
明
ら
か
に
し
な
い
で
、
そ
う
し
て
、
こ
の
書
物
は
こ
う
な
っ
て
い
る
、
こ 

の
書
物
は
い
つ
で
き
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
調
査
報
告
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し 

調
査
報
告
は
、
調
査
報
告
の
分
限
を
明
ら
か
に
し
て
ほ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
い
う
と
、
そ
の
調
査
報
告
の
立
場
で
、
す 

ぐ
研
究
発
表
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
わ
れ
ま
す
と
、
随
分
困
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
学
生
の
卒
業
論
文
は
、
 

研
究
発
表
で
し
ょ
う
ね
。
大
分
苦
労
さ
れ
る
ん
だ
か
ら1

〇
け
れ
ど
も
、
先
生
の
審
査
は
、
あ
れ
は
調
査
報
告
で
す
。
調
査
報
告
で
い 

い
ん
で
す
。
調
査
報
告
と
い
っ
て
も
難
儀
で
す
よ
。
私
も
、
卒
業
論
文
を
随
分
み
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
卒
業
論
文
も
苦
労
す
る 

か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
調
査
報
告
も
な
か
な
か
面
倒
な
も
の
で
す
ね
。

け
れ
ど
も
、
調
査
報
告
は
調
査
報
告
で
、
研
究
発
表
は
研
究
発
表
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
こ
の
お
経
は
、
い
つ
、
ど 

こ
で
で
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
こ
と
か
ら
「
だ
か
ら
こ
う
だ
」
と
い
う
結
論
は
簡
単 

に
出
し
う
る
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
簡
単
に
い
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
日
本
仏
教
の 

暗
さ
と
良
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
何
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
は
っ
き
り
し
て
、
そ
う
し
て
調
査
報
告
も
大
事
で
あ
る 

け
れ
ど
も
、
研
究
発
表
と
い
う
も
の
を
、
も
っ
と
も
っ
と
大
事
に
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と 

を
申
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

も
う
一
つ
申
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
経
典
宗
学
者
も
、
決
し
て
史
学
を
無
視
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
宗
学
者 

の
立
場
か
ら
史
学
を
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
そ
こ
に
史
観
と
い
う
も
の
を
要
求
す
る
。
大
体
、
史
観
の
な
い
歴
史
学
は
成
立
た
ぬ
と
い
う 

こ
と
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
歴
史
哲
学
と
い
う
も
の
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
い 

う
よ
う
な
こ
と
は
、
私
の
力
量
以
外
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
も
あ
れ
史
観
と
い
う
も
の
が
な
く
て
、
歴
史
を
観
る
眼
と
い
う
も
の
が
な 

く
て
、
そ
う
し
て
、
た
だ
歴
史
は
こ
う
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
果
し
て
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
歴
史
は
、
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
教
、
大
乗
教
か
ら
浄
土
教
と
、
こ
う
い
う
順
序
で
の
み
研
究
さ
る
べ
き
も
の 

で
は
な
い
。
も
し
史
観
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
逆
に
み
る
こ
と
も
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
我
々
に
、
い
ま
、
与
え
ら
れ
て 

い
る
も
の
は
、
浄
土
教
で
あ
る
が
、
そ
の
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
根
柢
に
大
乗
教
が
あ
り
、
そ
の
大
乗
教
の
根
柢
に
原
始
仏
教
と
い
う
も 

の
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
逆
に
観
る
こ
と
が
で
き
る
。
逆
観
と
い
う
こ
と
も
、
本
当
は
ど
ち
ら
が
逆
観
な
の
か 

わ
か
り
ま
せ
ん
ね
。 

あ
る
い
は
、
こ
れ
が
順
観
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
仏
教
は
釈
尊
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
の
を
順
観
と
い
う
て
お
り
ま
す
か
ら
、
し
た
が
っ 

て
、
私
が
い
ま
申
し
ま
し
た
こ
と
を
逆
観
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
、
こ
の
方
が
順
観
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

「
今
を
始
め 

と
す
る
道
理
あ
り
」
と
い
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
で
も
今
を
始
め
と
す
る
道
理
に
よ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
を 

始
め
と
し
て
、
そ
う
し
て
遡
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
一
番
最
後
の
も
の
だ
け
が
間 

違
い
な
い
と
い
お
う
と
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
始
め
を
以
て
終
り
を
照
ら
し
、
終
り
を
以
て
始
め
を
み
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
歴
史
と 

い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
始
め
と
終
わ
り
を
貫
い
て
あ
る
も
の
、
歴
史
を
貫
い
て
あ
る
も
の 

を
見
出
す
も
の
こ
そ
、
仏
教
の
史
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
や
が
て
！！

、
こ
れ
も
畠
違
い
で
あ
り
ま
す 

が
、
哲
学
と
は
哲
学
史
を
研
究
す
る
こ
と
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
そ
う
で
あ
り
ま
す
が' 

そ
う
い
う
意
味
で
、
仏
教
の
歴
史
を
学
ぶ
と 

い
う
ご
と
は
、
即
ち
仏
教
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
、
そ
う
い
う
も
の
こ
そ
、
本
当
の
史
学
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
少
し
、
自
分
の
力
の
及
ば
な
い
こ
と
を
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
歴
史
学
は
、
い
つ
で
も
時
間
と
い
う
も
の
と
結
び
つ
け
て
考
え
ま 

す
が
、
そ
の
時
間
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
は
時
間
の
う
ち
に
行
な
わ
れ
る
も
の
と
す
る
な 

ら
ば
、
そ
も
そ
も
時
間
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
た
だ
原
始
仏
教
か
ら
大 

乗
教
が
で
て
き
た
、
そ
こ
か
ら
浄
土
教
が
で
て
き
た
と
い
う
考
え
方
は
、
時
間
と
名
づ
け
る
空
間
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
を 

空
間
的
に
な
が
め
て
、
そ
う
し
て
、
こ
れ
が
こ
う
な
っ
た
、
あ
れ
が
あ
あ
な
っ
た
と
い
う
て
お
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
当
に
時
間
に
即 

1

て
の
史
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
時
代
時
代
の
写
真
を
、
な
る
べ
く
細
か
く
撮
っ
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て
、
そ
う
し
て
、
そ
れ
を
継
ぎ
合
わ
し
て
、
そ
う
し
て
、
こ
れ
が
歴
史
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
果
し
て
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
だ
ん 

だ
ん
写
真
が
細
か
に
な
っ
て
く
る
と
、
前
の
写
真
で
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
、
今
度
の
写
真
で
わ
か
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る 

の
で
す
か
。
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
し
て
、
そ
う
し
ま
す
れ
ば
、
天
台
大
師
に
も
天 

台
大
師
流
の
史
観
が
あ
っ
た
筈
で
あ
り
ま
す
。
親
鸞
に
も
親
鸞
の
仏
教
史
観
が
あ
る
筈
で
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
史
観
が
あ
っ
て
、
そ
う
し 

て
、
そ
こ
に
歴
史
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
仏
教
の
史
学
と
い
う
も
の
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
の
人
間
生
活
と
い
う
も
の
を
非
常
に
豊 

か
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
豊
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
多
量
の
知
識
を
持
つ
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
我
々
は
、
如
何
に 

多
量
の
知
識
を
持
っ
て
お
っ
て
も
、
精
神
生
活
が
貧
し
い
こ
と
は
あ
り
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
知
識
が
多
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決 

し
て
、
そ
の
精
神
生
活
が
富
ん
で
お
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
豊
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
単
純 

な
る
も
の
が
身
に
つ
い
て
き
た
時
に
、
そ
の
時
に
、
我
々
の
色
々
の
学
問
が
そ
の
単
純
さ
の
内
容
と
な
っ
て
、
そ
う
し
て
豊
か
さ
を
与
え 

る
に
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

四

さ
て
、
第
三
に
、
経
典
文
学
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
仏
教
文
学
と
い
う
こ
と
に
手
を
つ
け
て
、
そ
う
い 

う
こ
と
に
関
し
て
色
々
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
方
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
私
の
考
え
た
い
経
典
文
学
と
い
う
も
の 

は
、
こ
う
い
う
も
の
も
あ
る
、
あ
あ
い
う
も
の
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
仏
教
文
学
の
紹
介
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
表
現
を
問
題
に
し 

て
ほ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の
経
典
の
表
現
を
問
題
に
し
て
ほ
し
い
。
教
え
は
、
表
現
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て
、
そ
の
表
現
を
、
も 

っ
と
も
っ
と
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

さ
き
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
昔
か
ら
教
相
と
い
う
て̂

る
も
の
も
、

一
つ
の
文
学
的
の
見
方
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
ん
で
あ
り
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ま
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
天
台
大
師
が
「
五
時
ハ
教
」
と
い
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
頓

・
漸

・
秘
密
・
不
定
と
い
わ
れ
る
。
頓
教
と
い
う 

の

は

「
た
だ
ち
に
見
性
成
仏
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
直
観
的
な
表
現
で
あ
る
。
だ
ん
だ
ん
低
い
と
こ
ろ
か
ら
導
い
て
い
こ
う
と
い
う
よ 

う
な
方
式
も
あ
る
。
秘
密
・
不
定
と
い
う
も
の
は-
-

天
台
教
学
の
こ
と
は
、
み
な
忘
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
言
葉
で
み
ま
す
と
い
う
と
、
 

「
こ
と
、
言
外
に
あ
ら
わ
す
」
と
い
う
の
が
秘
密
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
う
て
お
る
言
葉
に
は
言
外
に
意
味
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な 

の
が
秘
密
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
聞
く
人
の
取
り
よ
う
で
は
、
い
か
よ
う
に
で
も
取
れ
る
と
い
う
の
が
不
定
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
経
典
の
表
現
方
式
に
着
眼
さ
れ
た
も
の
は
、
随
分
、
色
々
の
面
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。 

が
、
私
は
こ
の
表
現
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
と
に
材
料
と
な
る
も
の
は
、
大
乗
十
二
部
経
の
説
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 

あ
の
大
乗
十
二
部
経
の
説
は
、
十
二
部
経
と
い
う
て
お
り
ま
す
か
ら
し
て
、
十
二
部
総
べ
て
が
ス
ー
ト
ラ(

修
多
羅)

で
あ
る
に
違
い
な 

い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
あ
の
十
二
部
経
の
一
番
始
め
に' 

ま
た
ス
ー
ト
ラ
が
で
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
十
二 

部
経
を
、
ず
ー
ツ
と
み
ま
す
と
い
う
と
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
を
教
法
と
物
語
と
に
二
分
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ー
ト
ラ 

で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
重
頌
と
か
、
あ
る
い
は
仏
自
説
と
か
、
論
義
と
か
と
い
う
て
お
る
こ
と
は
、
直
接
に
教
法
を
説
く
も
の
で
あ
る
。 

こ
う
す
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
、
こ
う
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と' 

直
接
に
教
え
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
教
法
を
説
く
も
の
で
あ
る 

と
い
っ
て
い
い
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
譬
喩
だ
の
、
因
縁
だ
の
、
本
事
・
本
生
だ
の
と
い
う
こ
と
は
、

一
括
し
て
物
語
で
あ
る 

と
い
っ
て
い
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
点
か
ら
申
し
ま
す
と
い
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
経
典
は
、
教
法
と
物
語
か
ら
成
り
立
っ
て 

い
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
こ
れ
は
一
応
の
分
類
で
あ
り
ま
し
て
、
十
二
部
経
は
、
み
な
ス
ー
ト
ラ
な
の
で
あ 

り
ま
す
か
ら
し
て
、
教
法
も
物
語
も
区
別
が
な
い
、
す
べ
て
が
教
法
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
に
違
い
な
い
。 

例
え
ば
、
戒
定
は
、

『
五
教
章
帳
秘
録
』
に
い
う
て
お
る
。

「
凡
そ
仏
教
は
、
皆
こ
れ
道
徳
経
に
し
て
、
記
録
指
南
の
道
に
あ
ら
ず
」
。 

要
す
る
に
、
お
経
は
、
広
く
仏
道
を
説
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
で
は
な
い
。
ま
た
指
南
で 

は
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
善
財
童
子
の
話
が
『
華
厳
経
』
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
記
録
で
は
な
い
。
昔
、
善
財
童
子
が
あ
っ
た
と
い
う
実
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伝
善
財
童
子
で
は
な
い
。
記
録
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
指
南
と
い
う
の
だ
か
ら
し
て
、
あ
る
い
は
『
阿
弥
陀
経
』
な
ど
も
、

「
西
方
に 

極
楽
が
あ
る
、
行
っ
て
み
れ
ば
わ
か
る
」
と
い
う
よ
う
な
指
南
の
書
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
ど
ん
な
説
き
方
が
な
さ
れ
て 

お
ろ
う
と
も
、
す
べ
て
道
徳
経
で
あ
っ
て
、
記
録
指
南
の
書
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
愚
か
な
る
者
は
、
み
な
そ
れ
を
本
当
の
こ
と
と
思 

う
て
、
そ
れ
を
鵜
の
み
に
し
よ
う
と
す
る
。
賢
い
人
間
は
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
と
い
う
。
賢
い
方
も
、
愚
か
な
方
も
、
ど
ち
ら
も
お
経 

と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
と
い
う
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
変
面
白
い
こ
と
で
、
成
程
、
仏
教 

学
会
と
い
う
も
の
も
、
賢
い
者
と
愚
か
な
者
と
の
二
つ
し
か
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
ま
あ
昔
か
ら
い
う
て
お
る
こ
と
は
、
ど
う
で 

も
本
当
だ
と
い
う
て
お
る
の
は
馬
鹿
な
方
で
、
頑
迷
派
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
西
方
に
極
楽
が
あ
る
な
ら
ば
、
飛
行
機
で
行
け
ば
い
い
の 

か
と
批
難
す
る
人
は
、
こ
れ
は
野
暮
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
、
野
暮
派
と
頑
迷
派
で
、
も
ち
き
り
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る 

よ
う
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
れ
ば
、
十
二
部
は
、
み
な
経
典
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ま
た
、
他
面
か
ら
み
れ
ば
、
す
べ
て
み
な
物 

語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
い
え
る
の
で
し
ょ
う
。
大
乗
経
典
は
、
す
べ
て
言
い
つ
ぎ
語
り
つ
が
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
 

す
べ
て
物
語
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
教
法
も
物
語
も
、
み
な
文
学
的
な
表 

現
で
あ
る
。
人
間
の
思
想
表
現
に
十
二
部
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
、
か
つ
て
、
あ
る
人
と
、
西
洋
に
お
け
る
思
想
表
現
の
形
式
と
い
う
も
の
に
は
、
ど
れ
だ
け
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
談
話 

を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
惜
し
い
こ
と
に
、
詳
し
い
こ
と
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
ま
ず
詩
篇
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
ホ
ー
マ
ー
の
詩
篇
の 

よ
う
に
、
詩
で
表
わ
す
も
の
が
あ
る
。

『
華
厳
経
』
も
、

一
つ
の
詩
篇
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
い
い
表
わ
し
方
も
あ
る
。
あ
る
い
は
論 

文
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
対
話
法
が
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
対
話
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
の
独
語
録
と 

い
う
よ
う
な
、
独
語
録
的
な
も
の
も
あ
る
。
あ
る
い
は
消
息
文
も
あ
る
、
随
筆
も
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
そ
の
思
想
表
現
の 

方
式
と
い
う
も
の
に
は
色
々
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
、
そ
の
色
々
あ
る
表
現
方
式
と
い
う
も
の
に
は
、
そ
れ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
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あ
る
に
違
い
な
い
。
ど
う
し
て
も
、
物
語
で
な
く
て
は
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
た
だ
教
法
と
し
て
は
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い 

も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
詩
で
な
く
て
は
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
大
乗
十
二
部
経
が
で
き
た 

の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
よ
う
な
面
か
ら
、
そ
れ
を
本
当
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
は
な 

い
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
『華
厳
経
』
の
真
理
は
、

一
即
一
切
で
し
ょ
う
。
事
々
無
礙
法
界
に
決
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
我
々
が
杜
順
や
賢
首
の
著 

書
を
読
ん
で
、
そ
れ
で
本
当
に
一
即
一
切
が
体
験
で
き
る
か
と
い
う
と
、
偉
い
人
は
ど
う
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
駄
目
で
あ
り 

ま
す
。

『
華
厳
経
』
を
読
ま
な
け
れ
ば
、

「
な
る
ほ
ど
一
即
一
切
で
あ
る
な
あ
」
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

『華
厳
経
』 

を
い
く
ら
読
ん
で
も
、
そ
の
一
即
一
切
の
教
え
と
い
う
も
の
が
、
我
々
の
日
常
生
活
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、

「
入
法
界
品
」
の
善 

財
童
子
の
物
語
を
読
ま
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
善
財
童
子
の
物
語
が
あ
っ
て
、
始
め
て
、
あ
の
事
々
無
碍
と
か
ー
即
一
切
と
い
う
こ
と 

も
、
非
常
に
高
遠
な
こ
と
を
い
う
て
お
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
身
近
な
こ
と
を
語
っ
て
お
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ 

こ
に
、
物
語
で
な
け
れ
ば
表
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
独
語
録
に
似
た
仏
自
説
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
も
う
仏
さ
ま
御
自
身
の
説
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い 

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
譬
喩
・
因
縁
で
な
く
て
は
、
ど
う
し
て
も
説
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る 

と
い
う
こ
と
に
着
眼
し
て
、
そ
う
し
て
、
そ
の
表
現
の
よ
さ
と
い
う
も
の
を
も
っ
と
明
ら
か
に
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
案
外
、
経
典 

宗
学
に
対
し
ま
し
て
も
、
経
典
史
学
に
対
し
ま
し
て
も
、
何
か
も
う
少
し
う
る
お
い
を
与
え
、
豊
か
な
も
の
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と 

思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
る
に
、
現
代
で
は
、
時
に
よ
り
ま
す
と
い
う
と
、
経
典
の
教
法
的
部
分
だ
け
は
採
用
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
物
語
的
部
分
は
信
用
し 

な
い
と
い
う
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
私
は
よ
く
知
ら
な
い
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
キ
リ 

ス
ト
教
の
方
か
ら
来
た
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
非
神
話
化
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
。
そ
う
い
う
人
に
は
、
そ
の
人
の
立
場
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が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ご
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
そ
れ
を
仏
教
の
方
へ
も
っ
て
き
て
、
そ
う
し
て
法 

蔵
菩
薩
の
お
話
と
か
、
韋
提
希
夫
人
の
話
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
、
す
べ
て
神
話
だ
と
し
て
、
そ
れ
で
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
弥
陀
の 

本
願
と
い
う
も
の
は
、
法
蔵
因
位
の
物
語
を
抜
い
て
、
本
当
に
わ
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
悪
人
正
機
と
い
う
よ
う
な
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が 

救
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ

の

『観
無
量
寿
経
』
の
説
が
な
く
し
て
、
果
し
て
領
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
れ
で
思
い
合
わ
せ
ら
れ
ま
す
こ
と
は
、

『湼
槃
経
』
に
、

「
如
来
の
所
説
は
十
二
部
経
な
り
、
唯
六
部
を
信
じ
て
未
だ
六
部
を
信
ぜ 

ず
、
是
の
故
に
名
づ
け
て
聞
不
具
足
と
為
す
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
な
り
ま
す
と
、
経
説
的
部
分
は
信
じ
ら
れ
な 

い
と
か
、
神
話
的
な
部
分
は
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、

『
湼
槃
経
』
に
い
わ
せ
れ
ば
、

「
聞
不
足
具
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
人 

は

「
六
部
の
経
を
受
持
す
と
雖
も
読
誦
す
る
能
わ
ず
」
。

六
部
を
信
ず
と
雖
も
読
誦
に
能
わ
ず
。
読
む
こ
と
の
で
き
な
い
人
で
あ
る
——
 

と
。
こ
れ
は
、
非
常
に
愉
快
な
い
い
表
わ
し
方
で
な
い
で
し
ょ
う
か
。
読
め
な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
も
物
語
と
い
う
も
の
が
読
め
な
い
。 

読
め
な
い
け
れ
ど
も
、

「
他
の
為
に
解
説
す
る
は
、
利
益
す
る
所
無
し
」
。

そ
れ
は
名
聞
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
勝
他
と
い
う
も
の
で
あ 

る
。

「
た
だ
、
わ
し
だ
け
が
本
当
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
当
に
お
経
を
聞
い
て
お
る
も
の
で
は
な
い
と 

い
う
て
お
り
ま
す
。

六
部
と
六
部
を
、

一
応
、
教
法
と
物
語
に
分
け
る
な
ら
ば
、
教
法
的
部
分
は
受
け
入
れ
る
け
れ
ど
も
物
語
的
部
分
は
受
け
入
れ
な
い
と 

い
う
こ
と
は
、
結
局
、
知
識
と
い
う
も
の
を
偏
重
し
過
ぎ
て
、
そ
う
し
て
物
語
の
み
の
表
わ
す
ま
こ
と
と
い
う
も
の
を
見
失
う
こ
と
で
あ 

ろ
う
。
教
法
は
、
い
か
に
説
き
表
わ
さ
れ
て
も
、
そ
の
教
法
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
は
、
真
理
、
即
ち
ま
こ
と
の
理
と
い
う
も
の
で
な 

い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
真
実
、
ま
ご
こ
ろ
と
い
う
も
の
が
、
我
々
の
本
当
に
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
当
に
経
典
か
ら 

聞
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
真
実
と
い
う
も
の
は
単
な
る
理
論
じ
ゃ
な
く
し
て
、
そ
の
物
語
的
な
も
の
が
非
常
に
大 

事
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

か
つ
て
、
プ
ラ
ト
ン
を
読
ん
だ
と
き
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
彼
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
て
お
る
。

「
た
と
え
ば
、
人
間
が
、
高
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台
の
上
に
お
っ
て
海
を
眺
め
て
お
る
。
こ
の
海
の
底
に
は
、
鱸
だ
の
、
館
だ
の
、
蟹
だ
の
、
鯨
だ
の
と
い
う
も
の
が
お
っ
て
、
そ
う
し
て 

生
存
競
争
を
し
て
お
る
の
で
あ
る-
-

と' 

我
々
は
み
る
で
あ
ろ
う
。
と
同
じ
よ
う
に
、
空
気
の
上
に
、
あ
る
人
間
以
上
の
生
物
が
お
っ 

て
、
そ
し
て
、
人
間
以
上
の
生
物
が
語
り
合
う
て
い
る
。
こ
の
空
気
の
底
に
は
人
間
と
い
う
動
物
が
お
っ
て
、
勝
っ
た
と
か
、
負
け
た
と 

か
、
損
し
た
と
か
、
得
し
た
と
か
い
う
て
お
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
と
こ
ろ
の
生
物
が
、
空
気
の
上
に
あ
る
と
し
た
な
ら
ば 

諸
君
は
ど
う
思
う
か
」
。

ま
あ
、
プ
ラ
ト
ン
の
言
葉
は
、
は
っ
き
り
は
覚
え
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
意
味
は
こ
う
な
の
で
あ
り
ま
す
。

「
い 

や
し
く
も
理
性
あ
る
も
の
は
、
こ
の
こ
と
を
信
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
識
の
あ
る
人
間
は
、
そ
ん
な
馬
鹿
な
と
い
う
に
違
い
な
い
。
し
か 

し
な
が
ら
、
い
や
し
く
も
理
性
あ
る
も
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
て
お
り
ま
す
。
こ 

の
よ
う
な
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
、
何
か
真
実
を
顕
わ
そ
う
と
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
、
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
を
読
む
こ
と
を
好
む
の
で
す
が
、
そ
こ
に
、
時

々

「
こ
れ
は
本
当
に
あ
っ
た
話
で
す
よ
」
と
い
う
て
お 

り
ま
す
。
愉
快
で
す
ね
。
自
分
で
、
色
々
な
物
語
を
し
な
が
ら
、

「
こ
れ
は
本
当
に
あ
っ
た
話
で
す
」
と
い
う
。
つ
ま
り
、
法
蔵
菩
薩
の 

話
で
も
、
王
舎
城
の
話
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
人
の
気
持
も
わ
か
ら
ぬ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
こ
れ
は
本
当
に
あ
っ
た 

話
で
す
よ
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
経
典
の
よ
さ
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
、
経
典
文
学
の
表
現
の
妙
味
を
忘
れ
て
、
そ
う
し
て
思
想
内
容
だ
け
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
あ
ま
り
に
も
知
識 

的
な
間
違
い
が
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

五

さ
て
、
最
後
に
希
望
を
申
す
の
で
あ
り
ま
す
。
最
初
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
三
つ
の
学
問
と
い
う
も
の
は
、
 

対
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
実
は
、
こ
の
三
つ
の
学
問
が
互
い
に
協
力
し
な
け
れ
ば
、
本
当
に
仏
教
と
い
う
も
の 

は
、
世
界
的
な
も
の
に
も
な
ら
ず
、
純
粋
に
も
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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私
は
、
先
年
、
大
谷
大
学
に
立
派
な
図
書
館
が
作
ら
れ
た
と
き
に
思
い
ま
し
た
。

「
も
う
二
万
年
ぐ
ら
い
生
き
て
お
れ
る
の
だ
と
い
う 

と
、
こ
の
図
書
館
の
本
を
み
ん
な
読
む
ん
だ
が
な
あ!

」
と
。
惜
し
い
こ
と
に
は
、
も
う
や
が
て
死
な
ね
ば
な
ら
ん
の
で
す
か
ら
、
あ 

の
図
書
館
の
本
を
み
ん
な
読
む
こ
と
は
、
要
す
る
に
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
不
可
能
を
可
能
に
す
る
道
が
あ
る
。
確
か
に 

あ
る
。
そ
扎
は
、
み
ん
な
し
て
協
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
み
ん
な
し
て
協
力
し
て
、
そ
し
て
調
査
す
る
人
は
調
査
し
、
研
究
す
る
人
は
研 

究
し
、
文
学
的
に
や
る
人
は
文
学
的
に
や
り
、
史
学
的
に
や
る
人
は
史
学
的
に
や
っ
て
、
そ
れ
が
、
め
い
め
い
自
分
の
城
に
閉
じ
こ
も
ら 

な
い
で
、
そ
う
し
て
互
い
に
協
力
し
合
う
な
ら
ば
、

一
人
が
二
万
年
、
三
万
年
生
き
た
の
と
同
じ
も
の
が
で
て
く
る
は
ず
で
あ
る
が
な
あ 

——
と
、
こ
う
い
う
よ
う
に
し
て
、
学
問
す
る
人
に
、
大
い
に
望
み
を
託
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
三
学
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
結
論
と
し
て
、
前
に
話
し
た
こ
と
を
繰
返
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
二
つ
の
こ
と
を
申
し 

た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
、
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
仏
教
の
経
典
学
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が 

ら
豊
か
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
宗
学
の
理
想
と
し
て
は
、
単
純
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ま
た
、
史
学
の 

与
え
る
も
の
と
し
て
は
、
豊
か
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
単
純
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
煩
雑
で
あ
る
こ
と
を
き
ら
う
の
で
あ
り
ま 

す
が
、
同
時
に
、
豊
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
知
識
が
多
量
で
あ
る
こ
と
と
は
違
う
の
で
あ
り
ま 

す
。
知
識
が
多
量
で
あ
っ
て
も
、
貧
し
い
人
は
貧
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か?

沢
山
の
こ
と
を
知
っ
て
お
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ 

れ
で
、
そ
の
人
の
精
神
生
活
は
、
豊
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
だ
か
ら
、
知
識
が
多
量
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
精
神
生
活 

が
豊
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
仏
教
の
学
問
は
、
ま
す
ま
す
多
く
学
ぶ
に
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
精
神
生
活
を
豊
か
に
す 

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
今
日
の
仏
教
の
学
問
は
、
と
も
す
れ
ば
、
そ
の
単
純
性
を
見
失
っ
て
、
多
量
で
あ
る
こ
と
が
豊
か
で
あ 

る
か
の
よ
う
に
思
い
誤
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
第
二
に
申
し
た
い
こ
と
は
、
仏
教
の
道
理
と
い
う
も
の
は
非
常
に
高
遠
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
は
、
不
可
祢
、
不
可
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説
、
不
可
思
議
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、最
も
勝
れ
た
真
理
で
あ
る
に
違
い
な
い
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
同
時
に
、
大
衆
性
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
衆
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
誰
に
で
も
わ
か
る 

よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
但
し
、
大
衆
性
と
い
う
こ
と
は
、
大
衆
向
き
と
い
う
こ
と
と
は
異
る
の 

で
あ
り
ま
す
。
大
衆
性
と
い
う
と
、
と
も
す
る
と
専
門
の
学
者
は
、
大
衆
向
き
と
い
う
こ
と
と
混
同
し
て
、
そ
う
し
て
大
衆
な
ど
は
愚
に 

も
つ
か
ぬ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
い
う
人
も
あ
る
そ
う
で
す
が
ハ
ま
あ
、
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
大
衆
向
き
と
い
う
こ
と
と 

大
衆
性
と
は
違
う
。
大
衆
向
き
に
な
る
必
要
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
悉
有
仏
性
、

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
な
ん
だ
か 

ら
し
て
、
本
当
に
ま
こ
と
を
語
れ
ば
、
石
も
頷
く
、
草
木
も
頷
く
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
無
学
文
盲
の
者
に
は
わ 

か
ら
ぬ
な
ど
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
無
学
文
盲
で
あ
ろ
う
が
、
野
蛮
人
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
原
始
人
で
あ
ろ
う
が
、
語
れ
ば
わ 

か
る
と
い
う
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
決
し
て
大
衆
向
き
の
も
の
で
は
な
い
。
最
も
高
貴
な
る
も
の
は
、
最
も 

大
衆
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
学
問
と
し
て
顕
わ
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
思
い
ま
し
て
、
老
学
に
な
っ
て
、
あ
ま
り
書
物
も
読
ま
な
く
な
り
、
多
く
の
方
々
の
研
究
発
表
も
い
ち
い
ち 

知
ら
な
い
で
、
随
分
、
無
鉄
砲
な
こ
と
を
申
し
あ
げ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ま
あ
、
こ
の
年
に
な
り
ま
し
て
、
こ
う
い
う
日
本 

の
仏
教
の
学
者
の
集
り
と
い
う
よ
う
な
、
晴
れ
の
舞
台
に
出
て
、
そ
う
し
て
、
お
話
し
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、
も
う
あ
り 

は
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
と
て
も
、
う
れ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
は
な
は
だ
自
分
の
思
い
の
ま
ま
を
申
し
て
、
あ
る
い
は
、
 

す
ま
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ご
静
聴
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
心
か
ら
咸
へ
謝
し
て
、
壇
を
お
り
る
こ
と
に
い 

た
し
ま
す
。

(

本
稿
は
、
さ
る
昭
和
三
十
九
年
五
月
二
十
三
日
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
第
十
五
回
学
術
大
会
に
協
賢
し
て
開
催
さ
れ
た
記
念
講
演
—
大
谷
学
会
主
催I
の
筆
録
で
あ
る
・
な
お 

こ
の
金
子
先
生
の
講
演
に
先
立
っ
て
、
東
大
教
授
・
中
村
元
博
士
の
「
世
界
思
想
丸
に
お
け
る
浄
土
教
の
意
義
」
と
題
す
る
講
演
が
あ
っ
た
・
文
責 

松
井
憲
一
、
伊
東
慧
明)
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