
竺
道
生
に
お
け
る
帰
一

の

実

に
つ
い
て

『
妙
法
蓮
花
経
疏
』

を
中
心
に
し
て

鳥
居
達
久

は
じ
め
に

竺
道
生
が
、
当
時
天
下
に
令
名
を
と
ど
ろ
か
せ
て
い
た
、
中
央
ア
ジ
ア
出
身
の
訳
経
僧
・
鳩
摩
羅
什
の
も
と
で
学
び
、
そ
の
逸
材

ぶ
り
が
認
め
ら
れ
、
田
哲
の
一
人
と
し
て
挙
、
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
辻
、
つ
と
に
中
国
仏
教
史
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
住
吉
窓
生
は
、

部
鳩
摩
羅
什
の
訳
し
た
『
法
華
経
』
す
な
わ
ち
「
妙
法
蓮
華
経
』
を
注
釈
し
、
『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
を
著
わ
し
た
。
と
こ
ろ
で
道
生

は
こ
の
注
釈
書
の
「
は
し
が
き
・
総
説
」
と
も
称
せ
る
短
い
段
落
の
中
で
、
註
釈
書
の
た
ぐ
い
と
し
て
辻
珍
し
い
記
述
を
繰
り
広
げ

て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
く
だ
り
と
見
ら
れ
る
、
経
題
「
妙
法
蓮
華
経
』
の
「
蓮
華
」
の
檀
物
学
的
措
写
で
あ
る
。

[
引
用
二
蓮
花
は
、
姦
の
経
を
唾
む
也
。
然
る
に
器
象
の
妙
、
蓮
華
を
論
る
こ
と
莫
し
。
蓮
華
の
美
、
栄
は
姶
敷
に
在
り
。
始
敷
の
盛
ん
な

れ
ば
即
ち
子
、
内
に
砂
つ
。
色
香
味
足
る
。
之
れ
を
分
詑
利
と
謂
う
。
(
『
大
日
本
続
議
経
』
第
二
一
編
乙
第
二
三
套
第
四
一
端
、
三
九
七
了
・
左
葉
・

上
段
・
六
行
。
以
下
、
「
続
載
』
三
九
七
右
上
六
行
、
の
よ
う
に
略
す
)

こ
の
間
引
用
文
半
ば
に
現
わ
れ
る
「
始
敷
」
と
は
咲
き
始
め
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
咲
き
始
め
の
蓮
華
に
輝
き
が
あ
号
、
そ
の
咲
き

始
め
の
盛
ん
な
と
き
に
「
子
」
が
内
側
に
溢
れ
る
、
と
云
う
の
で
あ
る
c

こ
の
と
き
の
状
態
の
名
称
が
「
分
陀
利
」
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
「
分
陀
利
」
は
党
単
語

ug含
ユ
ぎ
の
音
写
語
で
、
こ
の
党
単
語
は
『
法
華
経
』
の
党
文
経
題
名
に
現
わ
れ
る
。
蓮
華

国
捺
仏
教
学
大
学
提
大
学
研
究
紀
要
第
二
号

平
成
十
一
年
三
丹

ーじ



竺
道
生
に
お
け
る
帰
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

-'"¥.._ 

が
こ
の
「
分
陀
利
」
を
示
す
こ
と
か
ら
「
蓮
花
」
が
「
惑
の
経
を
嵯
む
」
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

蓮
華
の
詳
し
い
植
物
学
的
描
写
の
役
割
は
こ
れ
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
続
く
疏
文
で
「
妙
法
蓮
華
経
」
(
以
下
、
「
妙
法
華
」
と
略
す
)

の
教
理
描
写
に
絡
め
ら
れ
て
い
く
。

〔
引
用
二
〕
無
三
の
唱
も
事
、
之
れ
に
同
じ
也
。
虚
談
既
に
亡
び
真
言
存
す
。
誠
言
既
に
播
れ
ば
、
帰
一
の
実
、
其
の
中
に
顕
わ
る
。
(
「
続
蔵
』

三
九
七
右
上
人
行
)

こ
の
場
合
「
無
一
三
は
三
乗
が
無
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
お
。
道
生
は
「
無
三
の
唱
」
を
『
妙
法
華
』
の
主
張
と
捉
え
、
そ
の
主

張
が
蓮
華
に
関
す
る
こ
と
と
再
じ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
具
体
的
に
「
蓮
華
に
関
す
る
こ
と
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
辻
、

す
ぐ
前
の
「
子
、
内
に
盈
つ
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
子
」
の
よ
う
な
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
出
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

「
虚
談
」
と
は
、
三
乗
が
在
り
も
し
な
い
の
に
在
る
と
す
る
、
中
身
の
無
い
話
し
で
あ
る
。
「
真
言
」
と
「
誠
二
百
」
は
共
に
「
ま
こ

と
の
言
葉
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
三
乗
が
在
り
も
し
な
い
の
に
在
る
と
す
る
、
中
身
の
無
い
「
』
宿
泊
談
」
が
無
く
な
れ
ば
、
ま
こ
と
の

言
葉
だ
け
が
残
る
、
と
な
ろ
う
。
ま
た
「
誠
言
既
に
播
れ
ば
」
と
は
、
ま
こ
と
の
言
葉
が
広
く
実
践
さ
れ
れ
ば
、
と
い
う
意
味
に
な

る
と
考
え
記
。
そ
し
て
「
嬉
一
の
転
、
其
の
中
に
顕
わ
る
」
は
、
そ
の
実
践
の
中
か
ら
一
仏
乗
(
道
生
は
「
一
乗
」
を
も
っ
ぱ
ら
用

い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
一
仏
乗
」
を
使
用
す
る
)
に
帰
着
し
た
結
果
と
し
て
の
「
実
」
が
お
の
ず
と
顕
現
し
て
く
る
、
と
い
う
意
味

と
な
る

Q

疏
文
の
意
味
を
ま
と
め
れ
ば
「
三
乗
が
禁
い
と
す
る
(
「
妙
法
華
』
の
)
主
張
も
(
蓮
花
の
こ
と
と
)
同
じ
で
あ
る
。
三

乗
が
在
り
も
し
な
い
の
に
在
る
と
す
る
、
中
身
の
な
い
話
し
が
無
く
な
れ
ば
、
ま
こ
と
の
言
葉
だ
け
が
残
る
。
そ
の
ま
こ
と
の
言
葉

が
志
く
実
践
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
実
践
の
中
か
ら
一
仏
乗
に
帰
着
し
た
結
果
と
し
て
の
「
実
」
が
お
の
ず
と
顕
現
し
て
く
る
」
と
な
る

と
考
え
る
。
「
子
」
の
よ
う
な
薪
し
い
も
の
が
生
ま
れ
る
と
は
、
「
一
仏
乗
」
に
帰
着
し
た
結
果
と
し
て
の
「
実
』
が
顕
現
し
て
く
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
疏
文
は
「
妙
法
華
』
の
立
場
で
あ
る
一
仏
乗
の
実
践
的
局
面
を
簡
潔
に
言
い
表
わ
し
た



も
の
と
云
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
実
践
的
局
面
と
さ
き
の
蓮
華
描
写
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
つ
ぎ
の
こ
と
が
導
き
出

せ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
「
(
ま
こ
と
の
言
葉
の
)
実
践
の
中
か
ら
か
ら
一
仏
乗
に
帰
着
し
た
結
果
と
し
て
の
「
実
」
が
お
の
ず

と
顕
現
し
て
く
る
」
は
、
「
咲
き
始
め
の
盛
ん
な
と
き
に
「
子
』
が
内
側
に
溢
れ
る
」
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
詳
し
く
云

リ
ン
ツ

え
ば
、
「
実
」
と
「
子
」
と
が
対
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
蓮
華
の
描
写
が
「
妙
法
華
』
の
中
心
的
と
も
云
え
る
教
理
の
実

践
的
措
写
に
見
事
に
連
動
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

本
論
考
は
こ
の
「
滞
一
の
実
」
の
「
実
」
の
字
義
と
、
そ
の
字
義
を
と
お
し
て
道
生
が
缶
え
よ
う
と
す
る
内
容
と
の
究
明
を
自
的

と
す
る
。
管
見
に
よ
る
か
ぎ
り
、
佐
一
道
生
の
『
妙
法
蓮
花
経
疏
」
(
以
下
、
『
法
花
経
疏
』
あ
る
い
は
単
に
「
経
疏
」
と
略
す
る
)
に

お
け
る
「
実
」
を
掘
り
下
げ
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
叫
。
「
実
」
を
採
り
あ
げ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
『
経
読
』
に
も
ら

れ
た
道
生
の
「
妙
法
華
』
理
解
の
解
明
に
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
キ
i
ワ
i
ド
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
経
疏
」
解
明

の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
「
実
」
以
外
に
も
「
理
」
、
「
道
」
、
「
機
」
、
「
極
」
と
い
っ
た
語
が
存
在
す
る
。
し
か
し
筆
者
が

「
実
」
を
本
論
考
に
お
け
る
論
究
の
対
象
に
す
る
の
は
、
短
い
「
は
し
が
き
・
総
説
」
の
中
で
敢
え
て
蓮
華
の
搭
写
を
行
な
い
、
さ

ら
に
そ
れ
を
「
妙
法
華
』
の
中
心
的
教
理
の
描
写
に
関
連
さ
せ
よ
う
と
す
る
道
生
の
意
図
に
、
釘
ら
か
の
特
別
な
意
味
が
港
ん
で
い

る
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
c

と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
究
は
「
妙
法
華
」
自
体
の
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
義
を
有
す
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
「
実
」

字
は
「
妙
法
華
」
の
各
所
で
教
理
的
重
要
概
念
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
=
占
め
る
。
特
に
こ
の
字

は
「
諸
法
実
相
」
と
い
う
、
後
花
に
お
け
る
『
妙
法
華
』
の
教
理
用
語
と
も
亘
結
し
て
い
る
。
現
に
「
経
琉
』
も
「
方
梗
品
」
の
冒

頭
に
現
わ
れ
る
「
諸
法
実
相
」
(
「
大
正
新
修
大
蔵
経
』
九
巻
五
頁
下
段
一
一
行
。
以
下
『
大
正
』
九
、
五
下
一
一
行
、
の
よ
う
に
略

す
)
を
採
り
あ
げ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
(
以
下
、
鍵
括
弧
で
く
く
ら
れ
た
語
句
は
、
そ
れ
が
「
妙
法
華
」
の
経
文
語
匂

で
あ
る
こ
と
を
示
す
)
邑

竺
道
生
に
お
け
る
帰
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
君
)
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竺
道
生
に
お
け
る
寿
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
屠
)

一
沼
(
)

(
引
用
三
]
「
実
桔
」
は
、
二
乗
の
偽
無
く
、
唯
、

一
乗
の
実
也
。
(
『
続
蔵
』
三
九
九
左
下
六
行
)

こ
の
「
実
」
の
字
義
如
何
に
よ
っ
て
、
道
生
の
捉
え
る
「
語
法
実
梧
」
の
内
容
が
お
の
ず
か
ら
決
ま
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
勿
論

こ
れ
は
「
引
用
一
」
に
お
け
る
「
婦
一
の
実
」
の
「
実
」
と
、
こ
の
「
実
」
の
字
義
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
の

こ
と
で
あ
る
。
本
論
考
の
結
論
を
先
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
の
両
者
に
お
い
て
そ
の
字
義
は
同
一
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
先
を
推
灘

的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
「
実
相
」
の
意
味
と
そ
の
意
味
が
↑
伝
え
よ
う
と
す
る
内
容
は
、
決
し
て
総
棒
的
・
包
括
的
な
も
の
で
な
く
摺

則
的
的
・
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
竺
道
生
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
推
澱
さ
れ
る
。

ジ
ツ

「
経
疏
」
の
「
実
」
字
は
、
単
に
「
経
疏
』
の
趣
旨
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
キ
i
ワ
i
ド
で
あ
る
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、

『
妙
法
華
』
の
患
想
的
な
本
糞
理
解
に
つ
な
が
る
、
一
つ
の
根
源
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
実
」
の
字
義
と
そ
の
内
容
究
明
は
、

道
生
の
「
実
」
字
に
関
す
る
パ

i
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
の
始
点
を
画
定
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る

G

そ
し
て
こ
の
始
点
の
画
定
は
「
引

用
二
」
に
お
い
て
「
実
」
の
対
語
と
し
て
使
黒
さ
れ
て
い
る
蓮
華
の
「
子
」
字
の
意
味
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
一
つ
の

H
V
J

ツ

手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
「
実
」
が
「
子
」
と
対
語
に
な
っ
て
い
る
事
実
を
考
え
れ
ば
、
「
実
」
と
「
子
」
は
同
一
の
事
態
を

指
し
示
し
て
い
る
辻
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
つ
ぎ
に
「
子
」
の
字
義
の
検
討
を
行
な
う
。

富
代
の
文
猷
か
ら
見
た
「
子
」
の
字
義

「
子
」
の
字
義
に
つ
い
て
道
生
の
『
経
疏
』
に
お
い
て
特
に
参
考
に
な
る
こ
と
は
な
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
字
義
解

明
の
次
善
の
方
法
は
、
道
生
の
生
存
し
た
前
後
の
時
代
の
文
献
に
お
け
る
蓮
華
の
「
子
」
字
の
用
例
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考

え
る
。
こ
の
検
討
は
仏
教
学
的
な
方
法
で
な
く
、
仏
教
文
化
学
的
方
法
と
な
る
c

ま
ず
こ
の
検
討
を
蛤
め
る
前
に
漢
字
辞
典
類
に
お
い
て
植
物
に
関
す
る
「
子
」
の
字
義
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ

ら
に
よ
れ
ば
、
「
子
」
に
は
「
果
実
」
と
「
種
子
」
と
の
二
つ
の
字
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
れ
c

こ
の
二
義
を
念
頭
に
置
い
て
検
討



を
行
な
っ
て
大
過
無
い
と
考
え
る
。

竺
道
生
の
「
経
疏
』
が
国
三
二
年
(
南
北
朝
劉
宋
、
元
嘉
九
年
)
に
完
成
し
た
と
は

(
「
続
議
』
三
九
六
左
下
六
行
)
。
よ
っ
て
劉
宋
読
後
の
文
献
を
検
討
範
菌
に
す
る
。

古
代
中
国
に
お
い
て
、
蓮
華
と
そ
れ
に
関
す
る
言
葉
の
意
味
を
解
釈
す
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
爾
雅
』
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
二
著
が
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
つ
誌
柴
田
在
太
編
『
資
源
植
物
事
典
』
で
あ
り
、
い
ま
一
つ

は
水
上
静
夫
『
花
は
証
・
榔
は
緑
l

植
物
と
中
国
文
化
一
!
』
で
あ
る
。
水
上
博
士
に
よ
れ
ば
『
爾
雅
」
の
成
立
は
先
秦
時
代
、

遅
く
と
も
前
漢
の
初
め
(
紀
元
前
三
世
紀
)
は
下
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
中
国
で
最
初
の
「
字
書
」
と
さ
れ
て
い
る
。
社
会
事
象
を
一
九

の
部
門
に
分
け
て
収
録
し
、
同
義
語
・
解
説
な
ど
を
記
載
し
て
い
る

G

そ
の
一
つ
に
「
釈
草
」
の
部
門
が
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
ハ

ス
の
九
つ
の
部
分
の
名
称
を
紹
介
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
(
同
一
九
四
頁
)
。
そ
の
『
爾
雅
」
の
該
当
鋼
所
を
水
上
博
士
は
つ
ぎ

の
よ
う
に
誤
読
さ
れ
る
(
同
一
九
五
頁
。
読
み
仮
名
も
水
上
博
士
の
付
し
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
音
読
部
分
を
片
仮
名
に
、
訓
読
部
分

を
平
仮
名
に
変
更
し
た
)
。

フ

キ

ョ

そ

カ

カ

ミ

ツ

は

な

カ

ン

タ

ン

み

レ

ン

ね

グ

ウ

テ

キ

北
側
は
芙
葉
、
其
の
茎
は
茄
、
其
の
葉
は
蓮
、
其
の
本
は
審
、
其
の
華
は
蓋
蓄
、
其
の
実
は
蓮
、
其
の
根
は
諸
柄
、
其
の
中
は
的
、
的
の
中
は
葦
。

み

特
に
後
段
の
「
実
」
に
つ
い
て
、
水
上
博
士
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
見
解
を
一
示
さ
れ
る
。
今
日
で
は
ハ
ス
の
総
称
と
さ
れ
て
い
る
「
蓮
」

は
、
『
覆
雅
』
で
は
「
実
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
実
」
が
連
珠
の
よ
う
に
つ
ら
な
っ
て
並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
き
た
も
の
で

あ
る
c

『
爾
雅
』
の
注
「
爾
雅
注
」
を
作
っ
た
西
普
の
郭
瑛
(
二
七
六
j
一
一
一
一
一
回
)
も
「
蓮
は
房
を
謂
う
な
り
」
と
し
て
い
る
、
と

(
一
九
六
百
九
)
。
同
じ
く
こ
の
「
蓮
」
に
つ
い
て
、
柴
田
博
土
の
「
資
源
誼
物
事
典
」
辻
「
果
托
の
名
は
元
来
、
蓮
で
あ
る
が
、
こ
の

は
ち
す

名
が
後
に
草
の
名
に
も
な
っ
た

G

蓮
房
ま
た
は
蜂
葉
も
果
托
の
民
名
で
あ
る
」
と
明
確
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
(
五
七
七
頁
右
)
c

こ

の
よ
う
に
「
爾
雅
」
に
お
い
て
誌
「
実
」
字
は
ハ
ス
の
果
托
(
ハ
ス
の
花
弁
が
囲
む
、
円
錐
を
逆
さ
に
し
た
よ
う
な
も
の
)
で
あ
る

『
経
疏
』
自
体
が
述
べ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。

竺
道
生
に
お
け
る
需
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

Jm 



竺
道
生
に
お
け
る
帰
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

lI9 

み

つ
ぎ
に
「
其
の
中
は
的
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
水
上
博
士
は
、
郭
漢
が
「
的
」
に
つ
い
て
「
蓮
ノ
中
ノ
子
ナ
ワ
」
と
す
る
注
の
文

章
を
割
読
し
(
「
子
」
字
の
読
み
も
水
上
博
士
に
よ
る
。
筆
者
)
、
さ
ら
に
柴
田
博
士
の
説
明
を
引
用
し
、
的
が
果
托
に
存
在
す
る

み「
子
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
(
一
九
七
頁
)
。
そ
の
柴
田
博
士
の
説
明
は
「
果
賓
は
蓮
子
或
は
蓮
賓
と
い
い
、
古
く
は
的

(
テ
キ
)
ま
た
は
撤
(
ゲ
キ
)
と
い
っ
た
。
楕
圏
形
の
堅
果
で
、
頭
部
に
残
存
す
る
花
柱
を
頂
き
、
且
つ
背
部
に
は
花
柱
の
近
く
に

一
個
の
小
突
起
を
其
え
る
(
水
上
博
士
に
よ
る
引
用
は
こ
こ
ま
で
。
筆
者
)
。
成
熟
す
る
と
そ
の
果
皮
辻
黒
く
互
つ
甚
だ
堅
く
な
号
、

果
賓
は
重
く
て
水
に
沈
む
か
ら
、
こ
れ
を
石
蓮
子
と
称
え
る
。
」
(
五
七
七
頁
右
i
八
頁
左
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
的
は
果
托

み

に
存
在
す
る
個
々
の
果
実
で
あ
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
郭
漢
が
そ
れ
を
「
子
」
字
で
表
わ
し
、
水
上
博
士
は
そ
れ
を
「
子
」
と
割

じ
、
柴
田
博
士
は
「
達
子
」
と
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
爾
雅
」
か
ら
時
代
が
下
っ
た
郭
嘆
の
西
晋
で
は
「
子
」
字
を
使
用

し
て
、
果
托
に
存
在
す
る
個
々
の
果
実
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
つ
ぎ
に
茜
普
以
蜂
の
文
献
を
見
る
。

上
述
の
水
上
博
士
の
著
に
六
朝
の
梁
(
五

O
二
;
五
五
七
)
の
粛
街
(
武
帝
の
こ
と
、
四
六
回
i
五
四
九
)
が
つ
く
っ
た
「
西
洲

曲
」
と
い
う
詩
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
(
九

O
頁
)
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
文
学
者
で
あ
っ
た
武
帝
が
「
一
女
性
が
愛
人
に
対
す
る
想

い
と
、
そ
の
思
い
出
を
想
定
し
て
」
作
っ
た
詩
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
詩
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
「
門
を
開
け

ど
も
郎
至
ら
ず
門
を
出
で
て
紅
蓮
を
采
る
蓮
を
采
る
南
塘
の
秋
蓮
花
人
頭
に
過
ぐ
頭
を
患
れ
て
蓮
子
を
弄
す
蓮
子
青
き

こ
と
水
の
如
し
蓮
を
懐
植
の
中
に
置
け
ば
蓮
心
徹
底
に
紅
な
り
」
。
水
上
博
士
の
訳
文
を
挙
げ
て
み
れ
ば
、
第
五
・
六
匂
は

「
や
る
せ
な
い
患
い
を
抱
き
頭
を
底
れ
て
蓮
の
実
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
と
、
そ
の
蓮
の
実
の
色
の
青
は
澄
ん
だ
水
の
よ
う
で
す
」

と
な
っ
て
い
る
c

「
蓮
子
」
は
こ
こ
で
も
「
ハ
ス
の
、
実
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
青
く
て
澄
ん
だ
本
の
色
と
な
っ
て
い
る

(
九
一
頁
)
c

最
後
の
匂
に
出
る
「
蓮
心
」
は
花
心
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
同
九
一
頁
)
。
確
か
に
「
弄
」
に
は
「
手
で
も
て
あ
そ

ぶ
」
「
手
の
中
で
玉
を
ま
さ
ぐ
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
(
角
川
『
大
字
源
」
、
諸
橋
「
大
漢
和
辞
典
」
)
0

ハ
ス
の
動
は
小
指
の
先
ほ

ど
の
大
き
き
で
あ
る
か
ら
、
手
の
中
で
ま
さ
ぐ
る
と
い
う
対
象
と
し
て
過
不
足
並
ぶ
。



漢
字
辞
典
に
よ
れ
ば
上
記
の
男
例
以
外
に
南
北
朝
の
庚
語
(
五
二
二
i
五
人
ニ
、
中
麿
の
詩
人
孟
郊
(
七
五
一
;
八
一
四
)

作
品
中
の
「
蓮
子
」
を
挙
げ
る
(
諸
橋
『
大
漢
和
辞
典
」
九
巻
入
五
九
頁
)
。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
「
は
す
の
実
」
「
蓮
実
」
「
蓮
的
」
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
立
場
の
説
に
よ
っ
て
も
「
蓮
子
」
が
ハ
ス
の
実
で
あ
る
こ
と
詰
明
ら
か
で
あ
る
。

中
国
史
上
初
め
て
成
立
し
た
事
実
上
の
「
字
書
」
で
あ
っ
た
『
爾
雅
」
に
た
い
し
て
清
代
ま
で
に
西
種
類
の
注
釈
書
が
作
ら
れ
て

い
る
(
「
書
名
解
説
」
白
川
「
字
通
」
所
収
)
。
そ
の
注
釈
書
の
一
つ
を
著
わ
し
た
郭
漢
は
、
「
方
言
」
「
山
海
経
』
「
穆
天
子
伝
」
の

注
も
著
わ
す
な
ど
「
博
学
多
識
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
(
「
作
者
解
説
」
白
川
同
所
収
)
。
宋
の
邪
需
の
著
わ
し
た
読
と
合
わ
せ
て

『
十
三
経
注
統
』
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い
る
沼
ど
で
あ
る
(
詞
「
書
名
解
説
」
)
。
よ
っ
て
郭
漢
が
「
的
」
を
「
蓮
の
中
の
や
な
り
」

み

と
し
た
背
景
に
は
、
蓮
華
と
合
わ
せ
て
用
い
ら
れ
る
「
子
」
字
は
「
子
」
で
あ
る
と
い
う
、
当
時
一
般
に
認
知
さ
れ
た
理
解
が
存
在

し
た
、
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
持
代
が
下
っ
た
梁
と
い
う
一
国
の
晋
王
・
式
帝
に
よ
っ
て
も
「
蓮
子
」
が
「
ハ

み

み

ス
の
子
」
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
竺
道
生
の
時
代
の
前
後
で
「
蓮
子
」
が
「
ハ
ス
の
子
」
と
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
道
生
の
詩
代
に
お
い
て
も
ハ
ス
に
関
す
る
か
ぎ
り
「
子
」
は
「
み
」
を
字
義
と
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
と
考

え
る
。
そ
し
て
道
生
は
そ
の
字
義
を
も
っ
て
「
子
」
字
を
使
用
し
た
と
考
え
る
。
ハ
ス
に
関
し
て
、
も
し
「
子
」
字
に
種
子
と
い
う

意
味
が
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
そ
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
語
が
現
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
語
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う

で
あ
る
。
よ
っ
て
道
生
が
表
現
し
た
「
子
、
内
に
盈
つ
」
の
「
子
」
字
の
字
義
辻
「
み
」
で
あ
る
と
判
顕
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
こ

み

と
か
ら
「
子
、
内
に
盈
つ
」
と
対
句
を
形
成
す
る
「
帰
一
の
実
、
其
の
中
に
顕
わ
る
」
は
「
帰
一
の
実
、
其
の
中
に
顕
わ
る
」
と
誹

じ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

の

み

『
経
疏
』
に
お
け
る
「
実
」
の
他
の
用
例

み

み

「
帰
一
の
実
、
其
の
中
に
顕
わ
る
」
の
「
実
」
が
伝
え
よ
う
と
す
る
内
容
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
「
経
疏
』

に
現
わ
れ
る

竺
道
生
に
お
け
る
掃
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
屠
)

一
回
三



竺
道
生
に
お
け
る
婦
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

一
盟
国

「
実
」
字
が
「
み
」
と
割
じ
ら
れ
る
疏
文
を
い
く
つ
か
引
い
て
み
た
い

G

こ
の
一
見
迂
回
と
も
考
え
ら
れ
る
処
置
を
施
す
理
由
は
、

「
嬉
一
の
発
」
を
含
む
勾
の
内
容
の
検
討
に
資
す
る
た
め
で
あ
る
。
「
経
琉
』
に
お
い
て
「
第
」
字
の
字
義
が
す
べ
て
「
み
」
で
誌
な

い
。
筆
者
の
読
査
に
よ
れ
ば
約
十
種
の
字
義
が
現
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
そ
の
す
べ
て
を
議
論
し
今
屈
の
検
討
に
供

す
る
こ
と
は
難
し
い
。
よ
っ
て
を
意
に
数
例
を
引
用
し
た
い
。

最
初
に
「
非
実
」
と
い
う
形
で
現
わ
れ
る
「
実
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
序
品
」
で
釈
尊
が
「
無
量
義
」
と
い
う
「
大
乗
経
」
を

説
く
段
(
「
大
正
」
九
、
二
中
入
行
)
に
つ
い
て
述
べ
た
疏
文
で
あ
る
。

お

も

む

あ

〔
引
毘
密
]
「
無
量
義
」
と
法
。
是
の
程
、
皆
無
に
し
て
、
多
少
・
深
浅
有
る
こ
と
蕪
き
也
。
唯
、
仏
に
趣
く
仔
を
説
く
の
み
0

4

一
墨
田
に
実
有
り
。

之
れ
を
義
無
量
と
語
、
っ
。
(
「
続
蔵
」
三
九
八
右
上
一
七
行
)

こ
こ
で
は
「
多
少
、
深
浅
」
と
い
っ
た
、
外
面
か
ら
見
た
差
別
で
あ
る
「
梧
(
H
H

在
ち
ょ
う
)
」
が
な
く
、
「
た
だ
仏
に
趣
く
行
」

が
説
か
れ
て
い
る
と
し
、
説
い
て
い
る
言
葉
の
む
ね
に
は
「
実
」
が
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
「
相
」
と
「
実
」
と
が
対
に
な
っ
て

い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
よ
っ
て
「
相
」
と
い
う
、
外
面
的
差
別
と
対
に
な
る
「
実
」
は
内
面
的
実
体
、
内
面
的
当
体
と
云
う
字

義
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
な
か
み
」
あ
る
い
は
「
み
」
に
な
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
「
唯
、
仏
に
趣
く
行
を
説
く
」

つ
ま
ち
、
仏
に
な
る
行
を
説
き
明
か
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
説
き
明
か
す
言
葉
の
む
ね
に
「
実
存
り
」
と
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
「
実
」
の
内
容
は
「
仏
に
趣
く
行
」
と
な
る
。
こ
れ
は
突
き
詰
め
れ
ば
「
仏
に
な
れ
る
こ
と
」
と
考
え
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
「
実
」
の
字
義
は
「
な
か
み
」
あ
る
い
詰
「
み
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
伝
え
よ
う
と
す
る
内
容
辻
「
仏
に
な
れ
こ
と
」
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
「
仏
に
な
る
こ
と
」
と
も
云
え
よ
う
。

つ
ぎ
は
「
序
品
」
で
世
尊
が
「
無
量
義
処
三
味
」
に
入
っ
た
産
後
に
天
か
ら
四
種
類
の
華
が
ふ
っ
て
く
る
と
い
う
経
文
(
「
大
正
」

九
、
二
中
一

O
行
)
に
関
す
る
疏
文
で
あ
る
。

〔
引
用
五
]
「
天
辻
国
花
を
雨
ら
し
め
」
は
、
以
て
四
果
の
非
実
を
表
わ
す
。
「
地
、
動
く
」
は
、
以
て
酉
果
の
非
住
を
表
わ
す
。
(
『
続
蔵
』
一
一
一



九
八
右
下
八
行
)

み

前
半
で
「
西
花
」
を
取
り
あ
、
げ
、
実
の
な
い
花
弁
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
声
聞
乗
の
修
行
に
よ
る
四
種
の
段
階
的
な
結
果

「
四
果
」
を
「
非
実
」
に
つ
な
げ
て
い
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
「
実
」
の
字
義
は
具
体
的
な
「
花
」
に
対
す
る
「
み
」
で
あ
る
と
考

み

え
る
。
声
関
乗
の
さ
と
ち
の
結
果
を
「
非
実
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
さ
と
り
の
結
果
に
や
誌
ち
そ
の
「
実
」
が
な
い
と
述

み

べ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
「
非
実
」
の
意
味
は
「
実
が
無
い
」
と
し
て
も
よ
い
。
こ
れ
は
「
非
力
」
を
「
力
が
無
い
」
と

み

し
、
「
非
才
」
を
「
才
能
が
無
い
」
と
す
る
用
法
と
詞
じ
で
あ
る
。
さ
て
そ
れ
で
は
「
実
が
無
い
」
も
の
で
な
い
も
の
、
つ
ま
り

み「
実
が
在
る
も
の
」
と
は
何
を
指
し
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
妙
法
華
」
に
お
い
て
声
開
乗
の
悟
り
の
結
果
と
対
置
さ
せ
て
考
え
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
は
「
妙
法
華
」
の
立
場
で
あ
る
一
仏
乗
の
、
悟
り
の
結
果
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
辞
支
仏
乗
や
菩
控
除
乗
は
三
乗
の

中
に
声
聞
乗
と
共
に
含
ま
れ
る
と
道
生
は
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
足
。
す
る
と
こ
の
三
乗
に
含
ま
れ
な
い
一
仏
乗
の
悟
ち
の
結
果
が

み「
実
が
在
る
も
の
」
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
一
仏
乗
と
は
乗
り
物
の
誇
で
あ
り
、
ま
ず
そ
れ
は
教
え
の
こ
と
で
あ
る
。
何
に
導
く
教

え
で
あ
る
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
仏
知
見
に
導
く
教
え
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
『
妙
法
華
」
に
お
い
て
釈
尊
が
婆
婆
世
界
に
現

わ
れ
る
理
由
・
目
的
を
公
然
と
明
ら
か
に
す
る
唯
一
の
笛
所
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
「
方
便
品
」
の
「
一
大
事
の
国
縁
」
の
段
(
「
大
正
」

九
、
七
上
二
一
行
)
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
の
吾
的
は
衆
生
を
し
て
仏
知
見
に
開
示
罷
入
さ
せ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
毒
る
。
そ

れ
ゆ
え
一
仏
乗
に
よ
る
稽
り
の
結
果
は
仏
知
見
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
c

こ
の
こ
と
は
道
生
自
身
も
「
経
疏
』
で
明
ら
か
に
し
て

い
る
。
脇
道
に
逸
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
重
要
な
事
柄
な
の
で
そ
の
琉
文
を
示
し
た
い
。

〔
引
用
六
〕
「
唯
、
一
大
事
の
因
縁
を
以
て
の
故
に
世
に
出
現
し
た
ま
う
」
と
は
。
上
に
己
に
努
繋
と
し
て
宗
を
示
す
。
此
れ
期
ち
復
為
に
説
く

也
。
読
に
三
乗
は
是
れ
方
便
と
云
え
り
。
今
詰
是
れ
一
な
る
を
明
か
す
章
。
仏
、
一
謹
の
為
に
一
を
表
わ
し
、
市
も
為
に
出
ず
る
也
。
(
『
続
蔵
』

四
O
O右
下
西
行
)

現
在
の
論
点
に
車
接
に
関
係
し
て
く
る
の
は
引
用
文
後
半
の
「
今
は
是
れ
一
な
る
を
明
か
す
也
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ

竺
道
生
に
お
け
る
婦
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

一
回
豆



竺
道
生
に
お
け
る
嬉
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

一空〈

か
ら
論
じ
れ
ば
、
こ
の
「
是
れ
一
な
る
を
」
の
「
こ
は
一
仏
乗
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
直
前
に
「
既
に
三
乗
は
是
れ
方

便
と
云
え
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
理
解
で
き
る
。
「
既
に
」
と
又
こ
が
対
応
し
、
「
三
乗
」
と
「
一
乗
」
と
が
対
応
す
る
形
と
な
っ

て
い
る
。
重
要
と
考
え
る
笛
所
は
、
続
く
「
仏
は
一
極
の
為
に
一
を
表
わ
し
、
市
も
為
に
出
ず
る
也
」
で
あ
る
。
実
際
こ
の
笹
所
が

経
文
「
唯
、
一
大
事
の
因
縁
云
々
」
を
解
釈
し
て
い
る
。
「
唯
、
一
大
事
の
国
縁
云
々
」
と
は
、
い
ま
触
れ
た
よ
う
に
、
衆
生
を
仏

知
見
に
関
一
不
信
入
さ
せ
る
昌
的
を
も
っ
て
こ
の
堂
に
現
わ
れ
た
、
つ
ま
り
弘
知
見
の
た
め
に
現
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
「
仏
は
一
極
の
為
に
一
を
表
わ
し
」
の
「
一
極
」
と
は
仏
知
見
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
「
一
を
表
し
」

の
「
こ
は
、
「
今
は
是
れ
一
(
仏
乗
)
な
る
を
明
か
す
也
」
の
流
れ
か
ら
見
て
、
や
辻
り
一
仏
乗
と
す
べ
き
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ

え
衆
生
を
し
て
仏
知
見
に
開
示
悟
入
さ
せ
る
方
法
が
一
仏
乗
で
あ
る
こ
と
に
な
る
c

言
い
換
え
れ
ば
、
一
仏
乗
に
よ
っ
て
仏
知
晃
を

得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
道
生
の
「
経
読
」
に
お
い
て
「
仏
知
見
」
は
「
弘
義
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
「
一
極
」

は
仏
慧
あ
る
い
は
仏
智
慧
と
同
一
視
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
道
生
の
「
経
疏
』
の
他
の
僅
所
に
お
い
て
も
見
受
け
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
お
。
以
上
の
こ
と
か
ら
「
仏
、
一
極
の
為
に
一
を
表
わ
し
」
の
内
容
か
ら
「
一
仏
乗
に
よ
っ
て
仏
知
見
を
得
る
」

ジ
ツ

こ
と
が
云
え
る
と
考
え
む
。
よ
っ
て
一
仏
乗
に
よ
る
倍
り
の
結
果
は
仏
知
見
で
あ
る
。
こ
の
「
引
用
五
」
の
「
実
」
の
字
義
は
「
み
」

み

で
あ
り
、
そ
の
「
実
」
の
意
味
内
容
は
仏
知
見
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
一
仏
乗
と
は
ま
ず
教
え
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
一
仏
乗
は
こ
れ
だ
け
に
尽
き
な
い
面
が
あ
る
c

一
仏

乗
は
仏
知
見
と
の
関
孫
が
密
接
で
あ
る
の
で
、
道
生
の
捉
え
る
一
仏
乗
に
つ
い
て
い
く
ら
か
関
説
し
て
お
き
た
い
。
一
仏
乗
は
仏
知

見
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
仏
乗
は
仏
知
見
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る

G

道
生
は
仏
知
見
を
得
る
こ
と
を
仏
に
な
る
こ
と

に
等
し
い
と
考
え
て
い
お
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
生
は
一
仏
乗
を
「
仏
に
な
る
教
え
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
平
川
教
授

は
、
一
弘
乗
が
「
仏
に
な
る
教
え
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
ち
、
一
仏
乗
が
『
法
華
経
」
の
「
基
本
的
思
想
」
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う

認
識
を
示
し
て
お
ら
れ
辺
。
道
生
の
「
経
疏
」
が
『
妙
法
華
」
の
注
釈
書
で
あ
り
な
が
ら
、
「
法
華
経
」
の
「
基
本
的
思
想
」
を
お



さ
え
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
し
よ
う
。

つ
ぎ
の
例
辻
「
は
し
が
き
・
総
説
」
の
琉
文
か
ら
で
あ
る
。
「
妙
法
華
」

の
経
題
中
の
「
妙
」
を
解
釈
し
て
い
る
。

[
引
用
七
]
「
妙
」
と
は
。
若
し
如
来
の
一
言
を
吐
き
教
を
陳
ぶ
る
を
論
ず
れ
ば
、
何
れ
の
経
か
「
妙
」
に
非
ず
や
。
此
の
経
の
偏
に
妙
と
言
、
っ
所

以
は
、
昔
の
権
三
の
説
法
非
実
に
し
て
今
、
蕪
三
を
云
う
を
以
て
な
り
。
(
「
続
蔵
」
三
九
七
右
上
三
行
)

後
半
の
「
昔
の
権
三
の
説
」
は
「
妙
法
華
」
が
現
わ
れ
る
以
離
で
あ
る
「
昔
」
の
仮
の
三
乗
教
と
考
え
ら
れ
る
。
『
妙
法
華
」
が

現
わ
れ
た
又
こ
に
お
い
て
は
そ
の
援
の
三
乗
教
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
こ
と
を
「
今
、
無
三
を
云
う
」
と
し
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
し
て
「
今
、
無
三
を
云
う
」
こ
と
が
「
此
の
経
の
慌
に
妙
と
言
う
所
以
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
今
、
無
三
を
云
う
」
こ
と

が
「
妙
法
華
』
の
「
妙
」
を
示
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
裏
を
返
し
て
云
え
ば
、
「
今
、
無
三
を
云
」
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
拡
張

の
三
乗
教
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
非
実
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
今
、
無
三
を
云
う
」
「
妙
法
華
」
の
「
妙
」
は
「
実
」
で
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
無
一
三
に
関
連
づ
け
て
述
べ
ら
れ
る
「
実
」
は
、
す
で
に
「
引
用
二
」
に
現
わ
れ
て
い
た
。
「
引

用
二
」
に
お
け
る
「
実
」
の
字
義
は
「
み
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
争
え
こ
の
「
実
」
の
字
義
も
「
み
」
で
よ
い
と
考
え
る
。
「
非
実
」

の
字
義
は
「
み
が
無
い
」
と
し
て
も
よ
い
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
「
み
」
が
指
し
示
す
内
容
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
「
妙
法
華
』
の
立
場
が
一
仏
乗
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
「
妙

法
華
」
の
「
妙
」
で
あ
る
「
実
」
は
一
仏
乗
と
関
連
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
さ
き
に
論
じ
た
よ
う
に
、
一
仏
乗
と
は
仏
知
見
に
導
く

教
え
で
あ
る
。
逆
に
、
夜
の
三
乗
の
教
え
は
仏
知
見
に
導
か
な
い
教
え
と
考
え
る
。
よ
っ
て
「
今
、
無
三
を
云
う
」
「
妙
法
華
」
の

「
妙
」
と
し
て
の
「
実
」
と
は
「
仏
知
見
に
導
く
こ
と
」
を
そ
の
内
容
と
す
る
と
考
え
る
。

つ
ぎ
詰
「
警
檎
品
」
に
関
す
る
読
文
で
あ
る
。
子
社
内
を
探
し
出
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
父
(
仏
)
が
「
一
城
に
中
止
」
(
「
大
正
」

九
、
二
ハ
中
二
九
行
)
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

ぉ

〔
引
用
入
]
父
、
応
府
し
て
人
身
に
就
き
作
仏
せ
し
む
。
遮
う
こ
と
実
に
及
ば
ざ
る
を
「
中
止
」
と
為
す
。
一
乗
の
理
詰
以
て
非
を
訪
ぐ
可
き

竺
道
生
に
お
け
る
帰
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
烏
岩
)

一
四
七



竺
道
生
に
お
け
る
婦
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

一
四
人

を
「
域
」
と
為
す
。
十
方
よ
り
帰
化
す
る
を
「
一
」
と
為
す
也
。
(
『
続
蔵
」
四
O
三
左
下
一
七
行
)

ジ
ツ

こ
の
「
遅
う
こ
と
実
に
及
ば
ざ
る
を
『
中
止
」
と
な
す
」
は
、
追
う
こ
と
が
「
実
」
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
追
跡
な
か
ば

で
止
め
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
追
跡
が
実
現
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
追
跡
し
子
棋
を
得
る
こ
と
が
で
き

た
場
合
に
は
、
「
実
」
に
及
ん
だ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
の
「
実
」
と
は
直
前
の
「
作
仏
せ
し
」
め
ら
れ
る
こ
と
、
に
な
る
と
見

て
よ
い
。
ゆ
え
に
「
実
」
の
内
容
は
仏
の
立
場
か
ら
一
五
う
場
合
は
「
作
仏
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
子
供
の
立
場
か
ら
云
え
ば
「
作

弘
す
る
こ
と
」
に
な
る
と
考
え
る
。
字
義
も
「
実
現
」
に
関
係
の
深
い
「
み
の
る
こ
と
」
「
み
の
り
」
と
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ジ
ツ

以
上
、
い
く
つ
か
の
例
を
証
示
し
て
み
た

G

こ
れ
か
ら
云
え
る
こ
と
は
、
「
実
」
字
が
「
な
か
み
」
「
み
」
「
み
の
り
」
な
ど
の
字

義
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
み
」
の
字
義
が
共
通
し
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
字
義
を
と
お
し
て
指
し
示
す
内
容
も
「
仏
に
な
る

こ
と
」
「
仏
知
見
」
「
仏
知
見
に
導
く
こ
と
」
「
作
仏
す
る
こ
と
」
な
ど
で
あ
る
。
道
生
は
仏
に
な
る
こ
と
を
仏
知
見
を
得
る
こ
と
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
考
患
に
入
れ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
仏
知
見
と
い
う
表
現
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う

み

グ

ヅ

に
「
帰
一
の
実
」
の
「
実
」
以
外
に
も
「
経
琉
』
に
お
い
て
「
み
」
を
字
義
と
し
、
「
仏
知
見
」
を
そ
の
内
容
と
す
る
「
実
」
字
は

み

春
在
す
る
の
で
あ
る
。
つ
、
ぎ
に
当
初
の
課
題
で
あ
っ
た
「
帰
一
の
実
、
其
の
中
に
顕
る
」
を
検
討
す
る
。

題

「
帰
一
の
実
、
其
の
中
に
顕
る
」
の
意
味

み

「
引
用
二
」
の
「
帰
一
の
実
、
其
の
中
に
顕
わ
る
」
の
逐
次
的
な
訳
は
す
で
に
述
べ
た
。
繁
を
厭
わ
ず
こ
こ
に
掲
げ
て
み
れ
ば

「
ま
こ
と
の
言
葉
(
一
仏
乗
)
の
実
践
の
中
か
ら
一
仏
乗
に
帰
着
し
た
結
果
と
し
て
の
「
実
」
が
お
の
ず
と
顕
現
し
て
く
る
」
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
で
一
仏
乗
が
導
く
先
は
仏
知
見
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
検
討
し
た
。
こ
の
検
討
結
果
は
こ
こ
で
も
適
用
で
き
る
と
考
え

る
c

つ
ま
り
「
一
仏
乗
が
導
く
先
」
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
一
仏
乗
の
実
践
か
ら
現
わ
れ
る
も
の
で
り
、
一
仏
乗
に
帰
着
し
た
結
果

と
し
て
顕
現
し
て
く
る
も
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
も
の
と
は
仏
知
見
以
外
な
に
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
が
「
勢
」
の
内
容
で



あ
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
こ
の
句
法
「
一
仏
乗
に
婦
着
し
た
結
果
と
し
て
の
弘
知
見
が
、
(
そ
の
一
仏
乗
を
)
実
践
し
た
中
か
ら
お

の
ず
と
顕
現
し
て
く
る
」
と
い
う
意
味
に
な
る
と
理
解
で
き
い

)
O

道
生
が
こ
の
場
合
の
「
窮
」
字
を
「
み
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、

ジ
ツ

道
生
が
『
妙
法
華
』
の
重
要
な
教
理
用
語
で
あ
る
「
実
」
を
具
斧
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
見
過

ご
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
『
経
疏
」
の
一
一
側
面
で
あ
る
と
考
え
る
。

「
実
」
に
は
「
ま
こ
と
」
と
い
う
字
義
が
た
し
か
に
存
在
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
学
者
が
「
真
実
」
あ
る
い
は
「
真
理
」
な
ど
と

解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
真
実
」
ほ
ど
抽
象
的
な
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
真
実
と
な
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
に
言
え
ば
内
容
が
無
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
匂
の
「
実
」
は
道
生
が
「
妙
法

蓮
華
経
」
の
「
蓮
華
」
を
解
釈
す
る
部
分
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
疏
文
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
引
用
二
」
に
現
わ
れ
る
。
「
妙
法
華
』

の
「
妙
法
華
』
た
る
所
以
を
明
ら
か
に
す
る
最
も
重
要
な
笛
所
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
字
義
が
「
み
」

で
あ
り
、
指
し
示
す
内
容
が
「
仏
知
見
」
と
な
る
こ
と
は
い
ま
論
証
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
「
実
」
は
第
一
義
的
に
「
真
実
」

な
ど
と
解
釈
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

道
生
が
短
い
「
は
し
が
き
・
総
説
」
の
中
で
敢
え
て
蓮
華
の
描
写
を
行
な
い
、
さ
ら
に
そ
れ
を
『
妙
法
華
」
の
中
心
的
教
理
の
描

写
に
関
連
さ
せ
よ
う
と
し
た
方
法
論
は
、
『
妙
法
華
」
の
中
按
的
教
理
を
具
体
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
彼
の
態
度
か
ら
出
た
も
の
と

云
え
よ
う
。

五

お
わ
り
に

i
i道
生
の
捉
え
る
「
実
椙
」
の
方
向

み

「
帰
一
の
実
」
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
究
の
結
果
を
「
引
用
一
三
に
援
用
し
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
に

ジ
ツ

よ
っ
て
「
実
」
字
の
パ

I
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
お
け
る
新
た
な
視
点
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。
「
引
用
三
」
泣
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
っ

た
c

竺
道
生
に
お
け
る
婦
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

一
四
九



竺
道
生
に
お
け
る
掃
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

三三
o 

「
実
相
」
辻
、
二
乗
の
掲
無
く
、
唯
、
一
乗
の
実
也
。

こ
こ
に
「
一
乗
の
実
」
と
あ
る
c

「
一
乗
」
と
は
一
仏
乗
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
一
仏
乗
は
仏
知
見
に
導
く
教
え
で
あ
る
。
そ

ジ
ツ

れ
ゆ
え
こ
の
「
一
乗
の
実
」
の
「
実
」
の
指
し
示
す
内
容
は
「
仏
知
見
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
字
義
に
つ
い
て
辻
そ
れ
を
雷
定

で
き
る
直
接
の
手
掛
か
り
は
こ
の
引
用
文
か
ら
は
見
い
出
せ
な
い
。

こ
の
引
用
文
は
三
実
相
」
は
一
乗
の
実
也
」
と
換
言
す
る
こ
と
を
許
す
講
文
で
あ
る
。
さ
ら
に
突
き
詰
め
れ
ば
「
「
実
相
』
は
実

古
」
と
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
実
梧
」
の
「
相
」
は
本
質
的
に
必
要
で
な
い
と
道
生
が
捉
え
て
い
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
現
に
「
妙
法
華
」
に
お
い
て
も
「
相
」
字
が
惨
苦
上
の
必
要
性
か
ら
の
み
付
け
足
さ
れ
て
い
る
事
例
が
存
在
す
お
。
そ
れ

ゆ
え
道
生
に
よ
れ
ば
「
実
椙
」
は
「
弘
知
見
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
れ

)
O

こ
の
よ
う
に
、
道
生
に
よ
れ
ば
「
実
相
」
と
は
総
体
的
・
包
括
的
な
内
容
で
な
く
、
「
仏
知
見
」
と
い
う
個
別
的
な
内
容
な
の
で

(
お
)

あ
る
。
し
か
し
「
仏
知
見
」
が
値
別
的
な
内
容
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
筆
者
は
、
「
仏
知
見
」
が
理
解
し
や
す
い
も

の
で
あ
る
と
云
お
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
仏
知
見
は
椙
別
的
で
あ
る
が
、
極
め
て
奥
深
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
吻
え

簡
単
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
「
仏
知
見
」
を
議
論
す
る
段
に
な
れ
ば
「
仏
知
見
」
は
「
真
実
」
な
ど
に
比
べ
て
具
体

的
な
視
点
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
視
点
の
有
無
に
よ
っ
て
議
論
の
進
展
の
差
は
歴
然
と
し
て
く
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
筆
者
は
「
妙

法
華
」
に
関
す
る
誤
号
、
「
実
相
」
が
「
仏
知
実
」
で
あ
る
と
す
る
克
方
は
道
生
だ
け
で
な
く
諦
鴻
牽
羅
什
及
び
そ
の
門
下
生
の
共

通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。

道
生
の
仏
教
思
想
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
僧
肇
撰
述
の
「
註
維
摩
詰
所
説
経
」
や
宝
亮
等
集
の
『
大
殻
謹
繋
経
集
解
」

(
髭
)

所
収
の
道
生
の
釈
文
に
基
づ
く
も
の
が
大
部
分
を
き
め
て
い
た
。
こ
れ
は
先
学
の
指
掠
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
G

そ
し
て
そ
の
釈
文

が
展
開
す
る
議
論
は
大
ま
か
に
見
て
抽
象
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
「
法
花
経
琉
」
の
議
論
は
概
し
て
具
体
的
・
留
別
的

で
あ
る
。
そ
れ
は
今
屈
の
「
実
」
を
め
ぐ
る
議
論
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
法
花
経
疏
」
よ
り
前
の



道
生
と
そ
れ
以
後
の
道
生
と
の
詞
に
は
思
想
的
断
屠
が
裁
然
と
走
り
抜
け
て
い
る
よ
う
に
患
え
る
の
で
あ
る
。

竺
道
生
の
『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
は
、
『
妙
法
華
』
鶴
訳
か
ら
久
し
か
ら
ぬ
時
代
に
作
ら
れ
た
幾
つ
か
の
『
経
疏
」

ジ
ツ

た
と
さ
れ
る
が
、
幸
い
に
も
道
生
の
『
経
琉
」
の
み
が
今
日
に
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
「
経
琉
」
は
「
実
」
の
開
題
だ
け
で
な
く
そ
の

他
の
教
理
上
の
各
種
問
題
に
関
し
て
新
し
い
視
点
を
提
供
し
得
る
貴
重
な
文
献
と
考
え
る
。
そ
れ
は
漢
訳
「
法
華
経
」
、
党
文
『
法

華
経
』
を
関
わ
ず
に
で
あ
る
。

の
一
つ
で
あ
っ

注(
1
)
 
本
経
疏
の
こ
の
呼
称
は
「
続
蔵
経
』
の
記
述
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
(
『
大
百
本
続
蔵
経
』
第
二
一
編
乙
第
二
三
套
第
毘
骨
、
三
九
六
丁
・
左

葉
・
下
段
一
行
)
。

(
2
)
 
竺
道
生
の
『
妙
法
蓮
花
経
読
』
の
漢
文
は
「
欝
さ
で
語
義
が
幽
遼
な
た
め
難
解
で
あ
る
」
と
い
う
指
捕
が
あ
る
(
岩
波
文
庫
版
『
法
華
経

下」

一
九
七
六
年
改
販
、
四
七
六
頁
)
。
そ
の
音
読
漢
文
を
す
べ
て
誤
読
し
た
の
は
中
国
仏
教
思
想
会
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は

『
三
康
文
化
研

究
所
年
報
」
(
九
号
、

一
九
七
六
年
。
同
一
一
一
号
、

一
九
七
九
年
)
に
校
め
ら
れ
て
い
る
。
本
論
考
に
お
け
る
誤
読
は
、
そ
の
成
果
に
負
う
と

こ
ろ
が
大
き
い
。
し
か
し
筆
者
の
訓
読
方
法
は
中
国
仏
教
思
想
会
の
そ
れ
と
幾
分
違
う
た
め
、
本
議
考
で
は
筆
者
の
訓
読
に
よ
っ
て
疏
文
を
引

用
し
て
い
る
。

(
3
)
 
「
無
三
」
の
「
一
一
こ
が
三
乗
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
『
経
疏
」
に
お
い
て
こ
こ
よ
り
四
行
前
の
疏
文
「
此
の
経
の
偏
に
妙
と
言
う
所

以
は
、
昔
の
権
三
の
説
は
非
実
に
し
て
今
、
無
三
を
云
う
を
以
て
な
り
」
に
よ
る
(
『
続
議
』
三
九
七
右
上
回
行
)
。
「
権
三
の
説
」
辻
三
乗
を

一
示
し
、
そ
れ
を
承
け
て
「
引
用
二
」
に
現
わ
れ
る
「
無
三
」
を
使
用
し
て
い
る
と
考
え
る
。

(
4
)
 
言
葉
が
伝
わ
る
の
み
で
実
践
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
言
葉
の
趣
首
が
現
実
に
結
果
と

L
て
現
わ
れ
な
い
こ
と
詰
努
論
で
あ
ろ
う
。
そ
の
観
点

か
ら
「
播
く
」
の
字
義
を
「
広
く
行
な
う
」
と
す
る
ほ
う
が
適
当
だ
と
考
え
る
。
た
と
え
「
播
く
」
に
「
言
い
広
め
る
」
と
い
う
字
義
が
あ
っ

竺
道
生
に
お
け
る
嬉
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

ヨ王



竺
道
生
に
お
け
る
帰
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
島
居
)

三E

た
と
し
て
も
で
あ
る
。
道
生
も
『
経
琉
』
の
各
所
で
実
裁
の
重
要
性
を
認
め
る
考
え
方
を
披
涯
し
て
い
る
。
そ
の
最
た
る
証
拠
は
、
「
序
品
」

の
釈
文
の
初
め
で
一
不
す
『
妙
法
華
』
の
三
段
分
割
の
見
解
に
見
ら
れ
る
。
第
一
段
を
「
序
品
」
か
ら
「
安
楽
行
品
」
ま
で
の
各
品
と
し
、
そ
れ

ら
が
「
三
思
を
一
匿
と
為
す
」
主
題
に
よ
っ
て
重
か
れ
て
い
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
(
『
続
議
」
三
九
七
右
上
一
密
行
以
下
)
。
こ
の

「国」

iま

実
残
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
三
因
」
や
「
一
因
」
が
何
で
あ
る
か
を
証
一
不
す
る
余
裕
は
な
い
。
し
か
し
実
践
と
し
て
の
「
因
」
を

こ
の
よ
う
に
大
き
く
探
り
あ
、
げ
て
い
る
こ
と
辻
道
生
の
実
践
に
た
い
す
る
関
心
の
探
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
お
、
「
播
く
」

の

「
広
く
行
な
う
」
と
い
う
字
義
は
以
下
の
漢
字
辞
典
類
が
記
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
大
字
源
』
(
東
京
・
角
川
書
底
、

一
九
九
二
年
初
版
、

九

九
三
年
第
三
寂
)
七
五
二
頁
。
白
川
「
字
通
』
(
東
京
・
平
凡
社
、

一
九
九
六
年
)

一
二
五
入
頁
。
『
字
通
』
で
は
「
ひ
ろ
く
ほ
ど
こ
す
」
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
ひ
ろ
く
実
施
す
る
」
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
。
諸
構
『
大
漢
和
辞
典
」
(
東
京
・
大
惨
館
、
昭
和
田
三
年
)

五
巻
、

三
九
回
夏
で
は
「
の
べ
る
」
と
い
う
見
出
し
が
相
当
す
る
。
こ
の
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
引
用
文
に
「
播
、
猶
施
也
」
と
あ
る
か
ら
、
上
述
の

字
義
と
間
じ
字
義
に
な
る
と
考
え
る
。

(
5
)
 
横
超
慧
日
博
士
は
そ
の
著
『
法
華
患
想
の
研
究
』
(
平
楽
寺
書
庖
、

一
九
七
一
年
)
に
お
い
て
、
こ
の
蓮
華
の
描
写
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う

に
論
と
ら
れ
る
c

「
彼
(
道
生
の
こ
と
、
筆
者
)
は
蓮
華
の
強
め
て
需
く
と
い
う
こ
と
が
三
乗
の
裂
な
し
と
方
便
を
打
ち
明
け
る
こ
と
を
喰
え

た
も
の
で
あ
り
、

一
乗
の
真
実
が
顕
わ
さ
れ
る
こ
と
を
蓮
子
の
内
に
盈
つ
る
に
よ
っ
て
喰
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
華
が
開
い
た
時
に
内

に
子
を
盈
た
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
三
乗
の
方
便
た
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
に
は
一
乗
の
真
実
た
る
こ
と
が
同
時
に
明
か
さ
れ
て
い

る
と
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
始
敷
之
盛
期
子
盈
於
内
と
は
関
権
は
同
時
に
顕
実
で
あ
り
、
方
便
の
方
便
た
る
を
打
ち
明
け
る
こ
と
の
外
に
別

に
真
実
を
頚
わ
す
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
に
解
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
辻
車
談
既
亡
真
言
存
憲
、
誠
言
既
播
婦
一
之
実
額
千
其
中
失

と
説
い
て
い
る
の
で
暁
ら
か
で
あ
る
」
(
二

O
一
頁
)
。
し
か
し
ま
ず
博
士
は
「
始
敷
」
を
「
始
め
て
開
く
」
と
誤
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

「
敷
」
詰
「
花
が
男
く
」
を
意
味
せ
ず
、
「
草
木
が
蔑
る
」
と
い
っ
た
、
勢
い
を
示
す
語
で
あ
る
。
前
に
「
蓮
華
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
始
敷
」

は
「
(
華
の
)
咲
き
始
め
の
勢
い
が
あ
る
と
き
」
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
蓮
(
ハ
ス
)
が
一
番
美
し
く
勢
力
が
盛
ん
な
時
期
は
、

世



関
在
し
た
時
で
な
く
、
開
在
期
間
(
一
一
一
;
四
日
)
の
初
期
(
二
日
自
あ
た
り
)
で
あ
り
、
そ
れ
が
古
今
の
ハ
ス
の
生
態
で
あ
る
と
は
専
門
家
の

教
え
る
所
で
あ
る
(
北
村
文
雄
・
坂
本
祐
二
「
花
蓮
の
形
慧
お
よ
び
曹
性
」
「
蓮
の
文
華
史
」
、
三
浦
功
大
編
、
越
谷
・
か
ど
創
房
、

一
九
九
四

年
所
収
、
西
九
j
五
O
頁
。
大
賀
一
能
『
ハ
ス
と
共
に
六
十
年
」
ア
ポ
ロ
ン
社
、
昭
和
四
十
年
吋
百
二
十
七
頁
)
。

よ
っ
て

「
三
乗
の
関
な
し

と
方
穫
を
打
ち
明
け
る
こ
と
を
喰
え
た
も
の
」
と
云
え
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
「
三
乗
の
方
便
た
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
に
は
一
乗
の

真
実
た
る
こ
と
が
同
時
に
明
か
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
」
と
さ
れ
、
三
乗
方
便
の
明
示
と
一
乗
真
実
の
顕
現
の
開
時
性
を
示
唆

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も
妥
当
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
同
時
性
は
「
誠
言
既
に
播
れ
ば
」
と
い
う
条
件
(
一
仏
乗
の
実
践
)
に
よ
っ

て
異
時
性
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
な
お
接
超
博
士
以
外
に
、
新
毘
雅
章
博
士
が
「
中
居
に
お
け
る
法
華
経
研
究
」
(
平
川
彰
・
梶
山
雄
一

高

埼
車
道
一
編
『
講
座
大
乗
仏
教

四

法
華
思
想
』
春
秋
社
、
昭
和
五
八
三
九
八
三
]
年
、
二
一
三
頁
)
に
お
い
て
蓮
華
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る

が
、
こ
れ
は
摸
超
博
士
の
所
説
と
ほ
ぼ
開
己
内
容
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

(
6
)
 
し
か
し
竺
道
生
の
「
実
相
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
あ
れ
ば
一
つ
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
小
林
正
美
「
竺
道
生
の
実

相
義
」
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
(
第
二
十
人
巻
第
二
号
、
昭
和
五
十
五
年
三
月
)
で
あ
る
。
な
お
こ
の
論
文
は
再
『
六
朝
梯
教
思
想
の
誹
究
」

(
創
文
社
、

一
九
九
三
年
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
(
以
後
、
小
林
博
士
の
こ
の
論
文
を
示
す
場
合
は
『
六
朝
傍
教
思
想
の
研
究
』
に
よ
る
)
。
た

だ
し
こ
の
研
究
は
「
佐
一
道
生
の
実
相
義
」
と
い
う
題
邑
を
立
て
て
お
り
、
薄
士
は
論
究
対
象
と
す
る
実
指
は
道
生
の
『
法
花
経
麓
」
に
顕
わ
れ

る
も
の
で
あ
る
、
と
そ
の
論
文
の
雷
顕
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
実
際
は
僧
肇
撰
述
『
注
維
摩
詰
所
説
経
」
の
本
文
に
基
づ
い
て
議
論
さ
れ
て

い
る
。
本
論
考
の
よ
う
に
道
生
の
『
経
読
』
の
麓
文
に
直
接
基
づ
く
考
察
で
は
な
い
。
道
生
の
『
法
花
経
琉
』
に
顕
わ
れ
る
実
相
を
問
題
視
す

る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
道
生
の
『
法
花
経
疏
』
に
基
づ
い
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
小
林
博
士
は
『
注
維
摩
詰
所
説
経
」
の
所
論
を
確

認
す
る
形
で
道
生
『
経
麓
」
の
文
を
い
く
つ
か
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
本
論
考
で
扱
う
琉
文
と
同
一
の
琉
文
も
あ
る
の
で
、
具
体
的
な

論
評
は
そ
れ
ぞ
れ
の
笛
所
で
行
い
た
い
。

な
お
道
生
の
『
経
琉
』
辻
韓
国
の
学
者
404eHHHm円
1
7
0
同
い
き
博
士
に
よ
っ
て
英
訳
さ
れ
、
出
版
さ
れ
て
い
る
(
埼
M
H
O
-
与
さ
h
u
め
の
0

3

3

き
E
ミ

竺
道
生
に
お
け
る
帰
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)
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竺
道
生
に
お
け
る
婦
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
屠
)

一
五
回

。『H5mw
わ
ミ
ま
め
に
円
、
。
~
入
品
~
誌
に
丸
一
可
。
ロ
弘
司
、
。
芝
山
内
ミ

g
p
g
p
z
c
z
g
Z肝
許
可
え

zcdミペ
o
再
出
UH62・
5
8
)
。
こ
れ
は
現
代

語
へ
の
最
初
の
欝
訳
で
あ
る
。
簡
古
で
難
解
と
さ
れ
る
漢
文
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
経
疏
』
を
自
由
語
以
外
の
現
代
語
に
欝
訳
さ
れ
た
そ
の
労

法
評
面
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
本
論
考
試
道
生
の
疏
文
の
校
訂
を
自
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
琉
文
引
用
時
に
は
向
い
き
博
士
の
読
み
に

つ
い
て
そ
の
都
度
関
説
は
し
な
い
。
し
か
し
重
要
と
考
え
る
読
み
に
つ
い
て
は
随
時
触
れ
た
い
。

(
7
)
 
竺
道
生
の
没
年
に
つ
い
て
は
『
出
三
蔵
記
集
」
や
「
梁
高
僧
伝
』
な
ど
の
著
名
な
文
献
が
一
致
し
て
一
克
嘉
十
一
年
(
四
三
四
)
と
伝
え
る
。
し

か
し
生
年
に
つ
い
て
こ
れ
ら
の
文
献
辻
何
も
伝
え
な
い
。
『
釈
氏
遥
鑑
』
巻
四
(
影
印
『
続
議
」
第
萱
輯
第
戴
第
第
二
二
一
器
、

西

O
六
右
上

一
五
行
)
は
道
生
の
享
年
を
八
十
と
し
て
い
る
。
「
釈
氏
疑
年
録
』
巻

(
陳
垣
撰
、
中
華
書
局
、

一
九
五
四
年
、
九

i
一
O
頁
)
は
こ
の

『
釈
氏
通
鑑
』
の
説
を
承
け
て
道
生
の
生
存
年
を
三
五
五
j
西
三
四
と
し
て
い
る
。
し
か
し
「
釈
氏
通
鑑
」
と
『
釈
氏
疑
年
録
」
と
が
享
年
を

八
十
と
す
る
説
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
納
得
で
き
な
い
。
両
書
の
説
に
従
え
ば
道
生
が
二
十
歳
で
具
足
戒
を
受
け
た
時
期
は
三
七
回

年
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
『
出
三
蔵
記
集
』
(
『
大
正
』
五
五
、

一一

O
下
二
三
行
)
に
よ
れ
ば
道
生
が
産
出
に
入
っ
た
の
は
隆
安
年
間
(
三
九
七
j

四
O
ニ
と
さ
れ
て
い
る
。
三
九
七
年
に
入
っ
た
と
す
れ
ば
道
生
は
こ
の
時
四
十
三
歳
で
あ
り
、
四
O
一
年
で
あ
れ
ば
四
十
七
歳
と
な
る
。
具

足
戒
を
受
け
て
二
十
三

i
二
十
七
年
後
で
あ
る
。
道
生
と
し
て
詰
具
走
戒
を
受
け
て
正
式
会
油
田
担
と
な
っ
た
か
ら
に
は
早
い
時
期
に
本
搭
的
な

研
鐘
を
積
む
こ
と
を
自
指
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
長
い
時
間
を
置
か
ず
、
当
時
の
江
南
仏
教
の
中
心
で
あ
っ
た
鹿
山
の
慧
遠
の
も
と
に
は

せ
参
じ
た
と
晃
る
ほ
う
が
無
理
の
な
い
見
方
で
あ
る
。
具
足
戒
を
受
け
た
後
二
十
数
年
も
の
後
に
麗
山
に
入
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。
筆
者

は
二
十
議
で
具
足
戒
を
受
け
た
後
、
時
を
置
か
ず
庫
出
に
入
っ
た
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
『
出
三
蔵
記
集
」
や
「
梁
高
僧
伝
』
の
記
述
も
支

持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
考
え
る
。
前
者
の
記
述
(
『
大
正
』
五
五
、

一一

O
下
十
九
i
二
西
行
)
に
よ
れ
ば
具
足
戒
を
受
け
た
後
、
ほ
ど
な
く

麗
山
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
十
数
年
も
経
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
さ
せ
な
い
記
述
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の
記
述
(
『
大
正
』
五

O
、
三
六

六
下
二
行
)
に
よ
れ
ば
具
足
戒
を
受
け
た
後
す
ぐ
に
撞
出
に
入
っ
て
い
る
様
子
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
二
十
年
と
い
え
ば
人
生
の
中
で
も
長

い
期
障
で
あ
る
。
も
し
具
足
戒
を
受
け
て
二
十
年
後
に
産
出
に
入
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
間
の
道
生
の
活
動
の
事
跡
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、

そ



れ
は
こ
の
詩
書
の
記
述
に
も
現
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
記
述
は
無
い
。
信
憲
性
の
高
い
詞
書
が
こ
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
具
足
戒
を
受
け
て
聞
を
置
か
ず
産
出
に
入
っ
た
と
考
え
る
。

麗
山
に
入
山
し
た
時
期
に
つ
い
て
泣
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
羅
什
た
ち
に
よ
る
『
妙
法
華
』
の
翻
訳
は
題
。
六
年
で
あ
り
、
そ
の
時
に

は
道
生
も
そ
の
訳
場
に
い
た
こ
と
が
『
経
疏
』
か
ら
窺
え
る
(
『
続
蔵
」
、
三
九
六
左
下
西
行
)
。
遅
く
と
も
四

O
五
年
に
は
長
安
に
着
い
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
麗
山
に
七
年
間
翻
棲
し
た
と
は
『
出
三
義
記
集
」
と
『
梁
高
櫓
伝
」
と
が
伝
え
る
こ
と
か
ら
、
道
生
は
遅
く
と
も
隆
安
三

年
(
三
九
九
)
に
庫
山
に
入
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
は
こ
れ
よ
り
も
一

j
二
年
早
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
違
生
の
生
年
は
三
七

八
年
、
あ
る
い
は
こ
れ
よ
ち
も
一

i
二
年
前
(
三
七
七
、
三
七
六
年
)
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
結
論
め
い
た
も
の
を
示
せ
ば
、
『
出
三
議
記
集
」

ゃ
「
梁
高
鑓
伝
』
に
依
る
か
ぎ
h

り
道
生
の
生
年
は
三
七
人
と
三
七
六
年
と
の
揮
で
あ
り
'
、
没
年
は
西
三
四
年
で
あ
る
。
よ
っ
て
享
年
は
五
十
七

才
と
五
十
九
才
の
問
の
議
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
、
論
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
筆
者
の
考
え
る
結
論
に
近
い
生
年
と

し
て
三
七
五
年
に
設
定
す
る
説
も
占
め
る
。
そ
れ
は
、
坂
本
幸
男
「
中
国
仏
教
と
法
華
患
懇
の
達
関
」
(
再
編
『
法
華
経
の
思
想
と
文
化
」
京
都
・

平
楽
寺
書
唐
、

一
九
六
五
年
、
四
九
三
頁
)
や
、
諏
訪
義
純
・
中
嶋
監
蔵
共
訳
『
大
乗
仏
典

中
国
・
日
本
編

第
一
四
巻
高
僧
伝
』
(
夏
尽
・

中
央
公
論
社
、

一
九
九
一
年
)
西
五
実
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
い
ま
触
れ
た
『
出
三
議
記
集
」
の
伝
え
る
道
生
の
産
山
入
出
年
、

つ
ま

り
陸
安
年
間
(
三
九
七
i
四
O
こ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
合
致
し
な
い
。

(
8
)
 
諸
矯
「
大
漢
和
辞
典
」
三
巻
、
七
七
六
真
に
辻
、
「
み
」
の
小
見
出
し
の
も
と
に
、
「
果
実
」
と

「
種
(
た
ね
)
」
を
出
し
て
い
る
。
自
肝

『
字
通
」
六
三
回
頁
で
は
「
木
の
実
」
の
み
を
挙
げ
る
。
『
大
字
源
」
回
大
二
頁
で
は

「
み
」
「
植
物
の
種
」
を
挙
げ
て
い
る
。
類
語
と
し
て

「
実
」
を
出
し
て
い
る
。
『
学
研

漢
和
大
字
典
」
(
東
京
・
学
習
窮
究
社
、

一
九
七
人
年
)
三
三
人
頁
で
誌
「
み
」
の
見
出
し
の
も
と
に
「
実
」

と
「
種
」
の
二
つ
を
挙
げ
る
。

(
9
)
 
柴
田
桂
太
編
『
資
源
植
物
事
典
』
(
東
京
・
北
詮
舘
、
昭
和
二
十
酉
[
一
九
四
九
〕
年
)
「
ハ
ス
」
の
票
、
五
七
六
真
。
こ
れ
は
、
特
に
栄
養
学

と
薬
学
的
な
見
地
か
ら
人
簡
の
生
活
に
と
っ
て
資
源
と
な
り
う
る
植
物
の
生
態
・
特
徴
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
過
去
の
文
献
に

竺
道
生
に
お
け
る
嬉
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

ヨヨL
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竺
道
生
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け
る
帰
一
の
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実
」
に
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て
(
鳥
居
)
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よ
る
植
物
の
名
称
や
本
草
的
な
事
柄
が
多
く
挙
、
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
ハ
ス
」
の
記
事
に
は
『
欝
雅
」
の
該
当
笛
所
の
記
述
が
引
罵
さ
れ
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)

水
上
静
夫
「
花
は
紅
・
櫛
は
隷
i
植
物
と
中
国
文
化
一
sas--

」
(
東
京
・
八
坂
書
一
房
、

一
九
人
三
年
)

一
九
回
頁
。
こ
の
書
は
、
副
題
が
一
不
す

と
お
り
、
種
物
が
中
昌
文
化
で
演
じ
た
役
割
を
-
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
ハ
ス
の
結
介
箇
所
に
お
い
て
も
最
初
の
字
書
と
し
て
の
『
爾
雅
』
が

規
定
す
る
ハ
ス
の
各
部
の
名
称
が
挙
、
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
書
の
一
九
三

i
一
一
一
一
頁
(
二
行
)
ま
で
が
前
掲
「
蓮
の
文
華
史
」
に
転

載
さ
れ
て
い
る
。
『
蓮
の
文
華
史
』
は
蓮
華
に
関
す
る
植
物
学
的
、
芸
徳
的
、
宗
教
的
、
壁
史
的
な
、
主
だ
っ
た
記
事
・
論
文
を
集
成
し
て
い

る。

(
立
)

宋
末
に
合
刻
さ
れ
た
十
三
経
の
注
釈
書
。
全
部
で
西
百
十
六
巻
あ
る
(
角
山
『
大
字
源
』
二
三
七
頁
)
。

横
超
博
士
は
「
蓮
子
」
と
い
う
表
現
を
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
「
子
」
の
意
味
が
援
味
な
ま
ま
で
あ
る
。
(
前
掲
書
二

O
一
頁
)
。
新
田

(ロ)薄
士
も
横
蓮
説
と
間
嫌
で
あ
る
が
(
前
掲
論
文
一
一
一
一
一
一
一
員
て
さ
ら
に
新
密
簿
土
は
蓮
子
に
つ
い
て
「
そ
の
援
に
で
き
る
蓮
子
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
蓮
子
」
が
水
面
下
の
根
に
存
在
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
筆
者
は
、
本
論
の
論
拠
に
基
づ
き
、
蓮
華
の
「
子
」

は
水
面

上
の
、
花
弁
の
内
側
の
果
托
に
存
在
す
る
個
々
の
果
実
と
す
る
見
解
に
立
つ
。

な
お
同
F
E博
士
は
こ
の
「
子
」
を

go含
と
さ
れ
て
い
る
(
注
六
の
前
揚
書
一
五
七
頁
)
。
こ
れ
も
筆
者
は
、
本
誌
で
示
し
た
専
門
家
の
見

地
に
従
い
、
果
実
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

(
日
)

こ
の
「
引
用
回
」
に
お
い
て
「
言
旨
に
実
有
り
」
に
続
く
「
之
れ
を
義
無
量
と
語
、
つ
」
は
「
こ
の
こ
と
を
道
理
(
義
)
が
広
大
(
無
量
)
で

あ
る
と
い
う
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
文
に
お
け
る
検
許
と
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
道
理
(
義
)
が
仏
に
な
る
こ
と
に
相
当
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
『
経
琉
』
で
は
こ
の
亘
後
に
「
理
、
広
く
し
て
長
塗
の
苦
を
説
せ
し
む
。
為
れ
大
乗
・
也
」
が
続
く
。
こ
こ
に
「
理
」
が
現
お
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
義
」
を
道
理
と
す
る
こ
と
も
、
ま
た
こ
こ
に
「
広
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
さ
き
の
「
蕪
量
」
を
・
広
大
と
す
る
こ
と
も
、

文
脈
か
ち
晃
て
無
理
の
な
い
解
釈
だ
と
考
え
る
。
「
誓
稔
品
」
の
長
者
に
つ
い
て
述
べ
る
経
文
「
財
富
蕪
量
」
(
『
大
正
」
九
、

一
一
一
中
一
一
凶
行
)



を
釈
す
る
麓
文
が
こ
の
解
釈
を
裏
付
け
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
「
『
財
富
無
量
』
と
は
。
説
法
の
慧
命
を
資
す
る
を
「
財
」
と
為
し
、
理
の
窮

譲
無
き
を
「
無
量
」
と
為
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
(
鐸
点
筆
者
)
。
ま
た
の
ち
の
詮
一
人
で
述
べ
る
よ
う
に
、
仏
に
な
る
こ
と
と
仏
知

見
を
得
る
こ
と
が
等
し
い
と
道
生
が
捉
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
も
そ
れ
を
適
用
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
「
之
れ
を
義
無

量
と
-
語
、
つ
」
は
「
こ
の
こ
と
を
仏
知
見
が
・
広
大
で
あ
る
と
い
う
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
続
く
疏
文
の
「
理
」
を

考
患
に
入
れ
る
な
ら
ば
や
は
り
仏
知
見
が
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
一
層
文
康
の
辻
棲
が
合
う
。

よ
っ
て

「
無
量
義
」
と
は
「
広
大
な
道
理
」
あ
る
い
辻
「
広
大
な
理
」
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
麓
文
に
あ
る

「
是
の
相
、
皆
無

に
し
て
、
多
少
・
深
浅
有
る
こ
と
無
き
也
」
は
こ
の
「
理
」
の
相
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
理
」

は
仏
知
見
で
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
理
」
に
「
多
少
・
深
浅
」
と
い
う
相
が
無
い
、
と
云
う
の
が
適
切
な
理
解
だ
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
疏
文
は
「
空
」

の
思
想
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
横
超
博
士
は
「
引
用
回
」
の
疏
文
を
「
佐
一
道
生
は
無
桓
(
空
)
が
仏
果
に
至
ら

せ
る
行
で
あ
る
こ
と
を
無
量
義
と
一
言
い
表
わ
し
た
も
の
と
解
し
た
」
と
捉
え
ら
れ
、
仏
知
見
で
な
く
無
担
(
空
)
が
弘
に
な
ら
し
め
る
も
の
、

と
主
張
し
て
お
ら
れ
る
(
前
揚
書
二
六
三
頁
)
。
小
林
博
士
も
「
引
用
回
」
の
疏
文
を
「
無
梧
の
空
」
の
観
点
か
ら
見
て
お
ら
れ
る

(
前
提
書

一
因
。
頁
)
。
筆
者
は
所
論
の
と
お
り
、
仏
に
な
ら
し
め
る
も
の
は
仏
知
見
と
考
え
る
。
ま
た
こ
の
無
量
義
は
、
『
妙
法
華
」
で
述
べ
る

「
無
量

義
処
三
味
」
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
(
『
大
正
』
九
、
二
中
九
行
)
。
こ
の
三
味
は
、
『
妙
法
華
』
の
教
え
を
暁
ら
か
に
さ
れ
る
訴
に

釈
尊
が
入
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
教
え
を
説
か
れ
る
た
め
に
出
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る

(
「
方
梗
品
」
)
。
よ
っ
て
こ
の
三
味
と

『
妙
法
華
」
の
教
え
と
は
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
そ
れ
喰
え
筆
者
は
無
量
義
を
無
相
(
空
)
に
関
連
づ
け
た
り
、
あ
る
い
は

そ
の
舞
梧
が
仏
に
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
『
法
華
経
』
の
立
場
と
異
な
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(
日
)

こ
の
こ
と
辻
「
序
品
」
中
の
「
初
善
・
中
善
・
後
善
」
(
『
大
正
』
九
、
三
下
二
一
行
)
を
解
釈
す
る
つ
ぎ
の
疏
文
に
示
さ
れ
て
い
る
。
「
『
初

善
」
は
声
簡
を
謂
い
、
『
中
善
」
は
酔
支
を
語
い
、
『
後
善
」
は
菩
薩
を
謂
う
。
次
い
で
三
乗
の
人
を
列
し
て
其
の
事
を
出
す
也
。
」
(
『
続
蔵
』
、

三
九
九
右
上
六
行
)
。
こ
れ
が
道
生
に
よ
る
三
乗
の
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
正
確
を
携
す
る
た
め
に
特
言
す
る
な
ら
ば
、
菩
寵
乗
は
大
乗
で
あ

竺
道
生
に
お
け
る
婦
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

ヨ三
寸コ



竺
道
生
に
お
け
る
帰
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

一
五
人

る
と
も
さ
れ
て
い
る
。
菩
薩
乗
と
大
乗
と
を
等
し
く
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
読
文
が
存
在
す
る
こ
と
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
。

(
日
)

ヨ
入
仏
知
晃
』
と
誌
。

一
義
に
云
う
、
十
往
の
菩
寵
は
金
剛
三
味
を
以
て
塞
習
を
散
壊
し
、
転
た
弘
慧
に
入
る
、
と
。
幹
況
を
論
ず
る
に
由

ら
ば
、
階
級
、
此
の
如
し
。
」
(
『
続
蔵
円
四
O
O右
下
一
五
行
)
。
こ
こ
は
「
仏
知
見
」
が
「
仏
慧
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)

「
神
力
品
」
の
経
文
を
解
釈
し
た
疏
文
に
「
『
一
窃
毛
孔
放
光
」
は
、

一
塩
の
慧
能
く
摂
ら
さ
ざ
る
こ
と
無
き
を
表
わ
す
也
。
」
(
『
続
議
』
、

四

一
一
左
上
一

O
行
)
と
あ
り
、
「
一
極
」
と
「
慧
」
と
が
同
格
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
げ
)

こ
の
よ
う
に
、
「
仏
辻
一
撞
の
為
に
一
を
表
し
」
は
「
仏
は
仏
知
克
の
た
め
に
一
仏
乗
を
表
わ
し
」
と
い
う
内
容
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
去

る
。
し
か
し
小
林
博
士
は
そ
の
論
文
中
で
音
読
漢
文
「
弘
為
一
極
」
の
み
を
採
り
あ
げ
、
そ
れ
を
「
仏
は
一
極
殺
り
」
と
訓
読
さ
れ
、
「
空
無

相
を
体
得
し
て
い
る
仏
は
、

一
撞
に
至
っ
た
者
で
あ
る
」
と
の
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
前
出
『
六
朝
錦
教
思
想
の
研
究
」

一
四
一
頁
)
。

筆
者
は
「
仏
、

一
一
極
の
為
に
一
を
表
し
、
部
も
為
に
出
ず
る
進
」
と
一
括
し
て
読
む
こ
と
の
ほ
う
が
経
文
「
唯
、

一
大
事
の
因
縁
を
以
て
の
故

に
世
に
出
現
し
た
ま
う
」
の
註
釈
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
見
る
の
で
、
「
仏
、

一
握
の
為
に
」
と
読
み
た
い
。

(
路
)

仏
に
な
る
こ
と
と
仏
知
見
を
得
る
こ
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
す
疏
文
は
幾
っ
か
在
る
が
そ
の
一
つ
を
示
す
。
コ
ニ
を
説
く
と

E
う
と
難

つ
ね

も
、
彊
に
是
れ
一
を
説
く
。
今
云
う
、

一
に
於
て
人
身
の
仏
を
得
る
と
」
(
『
続
蔵
」
、
四
0
0左
上
二
ニ
行
)
。
こ
の
後
半
は
「
い
ま
、

一
仏
乗

に
よ
っ
て
人
需
が
仏
に
な
れ
る
と
(
『
妙
法
華
』
は
)
述
べ
て
い
る
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
で
検
討
し
た
よ
う
に
、

一
弘
乗
に
よ
っ
て

究
極
的
に
得
る
の
は
仏
知
見
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
仏
を
得
る
」
、

つ
ま
り
仏
に
な
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
仏
知
見
と
仏
に

な
る
こ
と
と
は
詞
一
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
ぬ
)

平
別
彰
「
法
華
経
に
お
け
る
『
一
乗
」
の
意
味
」
(
金
倉
園
照
編
『
法
華
経
の
成
立
と
展
開
」
、
昭
和
国
五
[
一
九
七

O
)
年
、
平
楽
寺
書
庖
)

一
所
収
、
五
七
六
頁
誌
下
。
な
お
こ
の
論
文
は
『
平
川
彰
著
作
集
第
六
巻

初
期
大
乗
と
法
華
思
想
』
(
東
京
・
春
秋
社
、

一
九
八
九
年
)
の
三
八

五
頁
以
下
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
当
該
箇
所
は
三
九
三
頁
以
下
に
見
え
る
。

(
お
)

横
超
博
士
は
「
三
乗
の
方
梗
た
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
時
に
は
一
乗
の
真
実
た
る
こ
と
が
寓
持
に
明
か
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
る
の
で



あ
っ
て
」
と
述
べ
ら
れ
(
注
五
に
所
掲
の
引
用
文
参
照
)
、
「
帰
一
の
実
」
を
「
一
乗
の
真
実
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
「
真
実
」
も
非
常
に
暖

味
で
島
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
本
論
で
一
行
な
っ
た
よ
う
な
「
子
」
の
検
証
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
た
め
で
為
ろ
う
。
薪
宙
簿
土
の
所
説
も
横
超

博
士
の
説
と
同
様
で
あ
る
(
伺
じ
く
注
五
に
所
掲
の
引
用
文
参
照
)
。
ま
た
、

関
誌
戸
博
士
の
英
訳
で
は
吾

φ
町
三
主

0
同

[

什

げ

の

FZφ
〕

g
Z
E
E
m・
Z
F
O
Oま
の
よ
う
に
『
司
王
手
付
痩
罵
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
筆
者
と
見
解
を
詞
じ
く
す
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の

訳
語
は
白
。
包
m
E
-
E
E号
(
子
、
内
に
盈
つ
)
の
言
。
岳
と
合
致
し
て
い
な
い
(
間
百
戸
前
掲
書
一
五
五
頁
)
。
そ
れ
ゆ
え
同
ト
B
博
士
は

さ
き
の
蓮
華
描
写
と
教
理
描
写
の
中
の
「
子
」
と
「
実
」
と
を
対
語
と
し
て
見
て
お
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
の
ち
の
注
二
三
で
触
れ
る

ジ
ツ

が
、
「
引
用
三
」
に
現
わ
れ
る
「
実
」
を

g
巳
と
さ
れ
、
「
実
一
穂
」
を
問
。
伊
ロ
ミ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
論
考
が
提
示
す
る
、
「
実
」
字
の

理
解
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(
包
)

「
椙
」
が
修
辞
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
つ
ぎ
の
経
文
に
見
ら
れ
る
。
「
方
便
を
以
て
の
故
に
窪
繋
の
棺
を
一
不
す
」
(
『
大
正
」
九
、

九

上
二
一
行
)
。
し
か
し
同
捧
の
文
脹
に
お
い
て
「
浬
繋
」
が
「
相
」
字
を
持
た
ず
に
使
用
さ
れ
る
経
文
が
あ
る
。
例
え
ば

「
我
、
為
に
方
便
を

設
け
て
諸
の
尽
苦
の
道
を
説
き
之
を
一
不
す
に
渥
葉
を
以
て
す
」
(
『
大
正
』
九
、
三
一
下
一
六
仔
)
で
あ
る
。
ま
た
「
此
の
経
は
方
寵
の
門
を
関

い
て
真
実
の
相
を
示
す
」
(
『
大
正
』
九
、
八
中
二
二
行
)
も
、
修
辞
的
な
「
相
」
が
捜
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
一
の
文
振
で

「
真
実
」
が

「
指
」
字
を
用
い
ず
に
使
吊
さ
れ
て
い
る
経
文
が
存
在
す
る
。
傍
え
ば
「
世
尊
の
法
、
久
し
く
し
て
後
、
要
ず
当
に
真
実
を
説
く
べ
し
」
(
『
大

正
」
九
、
三
五
中
二
八
行
)
で
あ
る
。

こ
れ
ら
が
す
べ
て
の
事
例
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
数
携
に
よ
っ
て
も
「
相
」
が
本
費
的
な
必
要
性
か
ら
で
な
く
、
修
辞
上
の
必
要
性
か
ら

付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
十
分
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(
忽
)

野
村
耀
昌
薄
土
は
そ
の
論
文
に
お
い
て
こ
の
読
文
に
触
れ
ら
れ
「
実
相
と
は
ご
乗
の
偽
り
無
く
、
唯
、

一
乗
の
[
真
〕
実
・
也
」
と
読
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
博
士
も
こ
の
「
実
」
を
「
真
実
」
と
捉
え
て
お
ら
れ
る
。
同
「
一
仏
乗
の
思
想
」
平
川
彰
・
梶
山
雄
一
・
高
崎
直
道
編
前

掲
書
、

一
一
泊
三
頁
。

竺
道
生
に
お
け
る
婦
一
の
「
実
」
仁
つ
い
て
(
鳥
居
)

ヨ三
フL



竺
道
生
に
お
け
る
簿
一
の
「
実
」
に
つ
い
て
(
鳥
居
)

プ主
〈コ

(
お
)

一
乗
の
実
の
み
也
。
」
も
小
林
簿
士
に
よ
っ
て
採
り
為
げ
ら
れ
て
い
る
(
前
掲
書
一
三
六
)
。
博
士
は

「
『
実
相
」
辻
、
二
乗
の
揚
蕪
く
、
唯
、

「
実
相
と
は
大
乗
(
一
乗
)
の
真
理
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
道
生
が
実
相
を
大
乗
(
一
乗
)
の
真
理
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
薄
士
試
用
著
の
浮
で
「
緋
一
一
道
生
の
説
く
「
実
相
」
と
詰
空
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
論
断
さ
れ
て
い
る
(
三
真
。
引
用
文
中
の

括
弧
は
原
文
の
と
お
り
、
筆
者
)
c

こ
の
こ
と
か
ら
博
士
は
真
理
を
空
と
理
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
筆
者
は

「
実
相
」
を
『
法

華
経
」

の
一
仏
乗
が
導
く
仏
知
見
に
関
保
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
の
で
、
「
実
相
」
を
宜
接
に
空
(
真
理
)
と
理
解
し
な
い
。
「
実
相
」
を

「
空
」
と
理
解
す
れ
ば
そ
れ
は
『
法
華
経
」

の
立
場
で
な
く
、
「
空
」
思
想
に
立
脚
す
る
飽
の
経
典
の
立
場
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も

し
「
実
相
」
を
「
空
」
と
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
妙
法
華
」

の
云
う
「
仏
知
見
」
と
、
「
空
」
と
が
等
し
い
も
の
か
ど
う
か
を
第
一
に
検
討

す
る
必
要
が
・
あ
ろ
う
。
等
し
い
こ
と
が
論
証
さ
れ
た
の
ち
「
実
梧
」
を
「
空
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も

「
実
相
」
は
仏
知
見
に
関
係
す
る
と
い
う
見
解
が
第
一
義
と
し
て
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

一
乗
の
勲
章
。
」
を

4
S
E
q・3

言。
2
5
5
0
0
5
Z円
F
Z
Q
9
0
E
e
)

な
お
同
町
ロ
博
士
は
「
『
実
相
』
は
、
二
乗
の
揚
無
く
、
唯
、

。
『
吾
。

Z
1
0
Z
E己
g
p
H
4
B
o
g
-
O
E
U
1
F。
。
口
。
〈
e
y古

z
z
g
E・
と
訳
さ
れ
て
い
る

(
前
掲
書
一
八
八
頁
)
。
「
実
相
」
が

出、

S
Z許
可
と
な
っ
て
お
り
、
「
真
理
」
と
同
様
に
捨
象
的
に
捉
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
「
実
」
を
2
9
Hと
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
疏
文
の
文

脈
か
ら
見
て
、
こ
れ
は
守
己
Z
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

(

倒

的

)

膏
野
博
史
「
中
国
法
華
思
想
の
研
究
』
(
東
京
・
春
秋
社
、

一
九
九
酉
年
主
二

i
二
頁
。


