
宗
学
院
公
開
講
座
（
二
〇
一
八
年
度
）

中
国
仏
教
と
『
法
華
経
』

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
学
長

藤

井

教

公

は
じ
め
に

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
公
開
講
座
に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
の
所
属
は
日
蓮
宗
で
あ
り
ま
し
て
、
日
蓮
宗
の
所
依
の
経
典
は
『
法
華
経
』
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
浄
土
真
宗
の
所
依
と

す
る
と
こ
ろ
は
浄
土
系
の
経
典
で
す
か
ら
、
思
想
的
に
『
法
華
経
』
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
で
す
。
ご
依
頼
を
い
た
だ
い
た
と
き
に
、

私
が
『
法
華
経
』
を
お
話
し
し
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
と
申
し
た
と
こ
ろ
、
お
許
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
今
日
は
『
法
華

経
』
に
つ
い
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

一
、『
法
華
経
』
の
漢
訳

そ
れ
で
は
初
め
に
、
こ
の
『
法
華
経
』
の
成
立
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
の
成
立
年
代
は
い
ま
だ
に
議
論
の
最
中
で
あ
り
ま
し
て
、
大

乗
仏
典
成
立
史
の
中
で
は
紀
元
１
世
紀
か
ら
２
世
紀
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
諸
説
あ
り
ま
す
。
落
ち
着
い
て
い
る
と
こ
ろ
が

紀
元
１
世
紀
か
ら
２
世
紀
ぐ
ら
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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成
立
の
場
所
も
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
「
法
師
品
」
と
い
う
チ
ャ
プ
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
羅
什
訳

『
妙
法
蓮
華
経
』
で
は
第
十
章
に
あ
た
り
ま
す
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
喩
え
が
出
て
き
ま
す
。
乾
い
た
大
地
が
あ
っ
て
、
こ
の
乾

い
た
大
地
を
だ
ん
だ
ん
掘
っ
て
い
く
。
最
初
は
砂
だ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
掘
り
進
ん
で
い
く
う
ち
に
湿
り
気
が
出
て
き
て
、
最
後
に
は

掘
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
水
が
出
て
く
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
は
修
行
し
て
、
そ
の
修
行
の
結
果
、
皆
悟
り
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
を
喩
え
た
も
の
で
す
。
砂
漠
地
帯
を
掘
っ
て
い
く
と
水
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
中
央
ア
ジ
ア
の
オ
ア
シ
ス
な
ど
に
あ
り
ま
す

井
戸
、
カ
レ
ー
ズ
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
カ
レ
ー
ズ
の
あ
る
地
方
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
。
だ
か
ら
『
法
華
経
』
は
中
央
ア
ジ

ア
で
成
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
説
が
出
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
は
す
ぐ
に
反
論
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
地
域
の
こ
と
を
喩

え
に
持
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
成
立
の
地
と
は
言
え
な
い
と
。
考
え
て
み
れ
ば
そ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
カ
レ
ー
ズ
と
い
う

こ
と
を
経
典
制
作
者
が
知
っ
て
い
れ
ば
、
制
作
場
所
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
あ
ろ
う
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
が
よ
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い

っ
た
こ
と
が
『
法
華
経
』
の
作
ら
れ
た
土
地
の
特
定
を
難
し
く
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
『
法
華
経
』
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
テ
キ
ス
ト
写
本
が
四
十
種
類
ぐ
ら
い
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル
で
あ
り
ま
す

と
か
、
中
央
ア
ジ
ア
の
も
の
で
す
と
か
、
大
き
く
分
け
る
と
二
類
、
あ
る
い
は
三
類
ぐ
ら
い
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
テ
キ
ス
ト
は
大
筋
は
違
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
細
か
い
部
分
で
違
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
残
っ
て
い
る
漢

訳
テ
キ
ス
ト
で
言
い
ま
す
と
、
紀
元
二
八
六
年
に
竺
法
護
が
訳
し
た
『
正
法
華
経
』
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
正
し
い
教
え
と
し
て
の
法

華
経
と
い
う
意
味
で
『
正
法
華
経
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
さ
ら
に
、
鳩
摩
羅
什
が
四
〇
六
年
に
再
び
『
法

華
経
』
を
翻
訳
し
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
の
タ
イ
ト
ル
が
『
妙
法
蓮
華
経
』
で
す
。
そ
の
あ
と
唐
代
に
な
っ
て
『
添
品
妙
法
蓮
華
経
』

と
い
う
も
の
が
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
鳩
摩
羅
什
訳
に
基
づ
い
て
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
『
妙
法
蓮

華
経
』
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
実
質
的
に
、
現
在
残
っ
て
い
る
三
本
の
漢
訳
の
中
で
は
『
妙
法
蓮
華
経
』
が
一
番
流
布
し
た
わ
け
で
あ
り
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ま
す
。

最
初
に
翻
訳
さ
れ
た
竺
法
護
の
『
正
法
華
経
』
と
い
う
の
は
、
三
世
紀
の
終
わ
り
の
古
い
訳
で
も
あ
り
、
な
に
せ
訳
語
が
難
し
い
。

中
国
語
に
翻
訳
さ
れ
た
漢
訳
経
典
、『
無
量
寿
経
』
で
も
『
阿
弥
陀
経
』
で
も
、
皆
た
い
て
い
は
日
本
で
研
鑽
さ
れ
た
結
果
と
し
て
訓

読
本
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
の
『
妙
法
蓮
華
経
』
は
広
く
人
々
に
流
布
し
ま
し
た
か
ら
、
日
本
で
も
訓
読
が
で
き
、
和
訳
も
た
く
さ
ん

で
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
『
正
法
華
経
』
に
関
し
て
は
、
古
い
訳
で
訳
語
が
難
し
く
、
中
国
語
と
し
て
読
ん
で
も
な
か
な
か
読
め

な
い
の
で
す
。
そ
れ
も
あ
っ
て
未
だ
に
日
本
で
訓
読
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
研
究
者
も
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
で
す
。
創
価
大
学

の
辛
嶋
静
志
と
い
う
先
生
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
の
先
生
が
前
に
語
彙
集
を
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
専
門
の
研
究
者
が
い

な
い
の
で
す
。
立
正
大
学
で
も
う
定
年
に
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
だ
い
ぶ
前
に
佐
々
木
孝
憲
と
い
う
先
生
が
『
正
法
華
経
』
の
訓
読
を
つ

く
る
研
究
会
を
お
開
き
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
で
き
た
ら
私
に
ぜ
ひ
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
申
し
上
げ
て
い
た
の
で
す
が
、
つ
い
に

で
き
な
い
ま
ま
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
『
正
法
華
経
』
と
い
う
の
は
流
布
し
な
か
っ
た
。
一
番
流
布
し
た
の
が
『
妙
法
蓮
華
経
』
で
あ
り
ま
す
。
訳
者
の
鳩
摩

羅
什
に
つ
い
て
も
大
変
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。
余
談
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
中
国
で
こ
の
鳩
摩
羅
什
を
主
人
公
に
し

た
小
説
が
で
き
、
映
画
化
も
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
見
て
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
学
生
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
鳩
摩
羅
什
の

若
い
こ
ろ
の
ラ
ブ
ロ
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
ず
い
ぶ
ん
現
実
離
れ
し
た
内
容
だ
と
思
い
ま
し
た
。
ま
た
、
鳩
摩
羅
什
の
故
郷
で
あ

り
ま
す
ク
チ
ャ
の
近
く
に
キ
ジ
ル
石
窟
、
千
仏
洞
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
そ
の
広
場
に
鳩
摩
羅
什
が
座
っ
て
い
る
大
変

綺
麗
な
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
で
き
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
中
国
の
小
説
な
ど
の
影
響
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
別
な
意
味
で
鳩
摩

羅
什
は
中
国
で
は
有
名
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

話
を
元
に
戻
し
ま
し
て
、『
妙
法
蓮
華
経
』
は
四
〇
六
年
に
鳩
摩
羅
什
が
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
鳩
摩
羅
什
の
『
妙
法
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蓮
華
経
」
が
中
国
で
翻
訳
さ
れ
ま
す
と
、
こ
れ
以
降
の
『
法
華
経
』
注
釈
書
は
皆
『
妙
法
蓮
華
経
』
を
基
に
し
て
作
ら
れ
ま
し
た
。

『
正
法
華
経
』
と
か
『
添
品
妙
法
蓮
華
経
』
を
基
に
し
た
注
釈
書
で
は
な
い
の
で
す
。

今
日
は
、
そ
の
注
釈
書
の
中
で
一
番
古
い
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
、
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
の
一
人
で
竺
道
生
と
い
う
人
が
つ
く
っ
た
注
釈

書
、『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
と
い
う
も
の
を
題
材
に
し
ま
し
て
、
道
生
が
『
法
華
経
』
を
ど
う
理
解
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に

話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

二
、
道
生
（
三
五
五

四
三
四
年
）
の
事
跡

こ
の
道
生
と
い
う
人
は
、
だ
い
ぶ
古
い
人
な
の
で
す
が
皆
さ
ん
は
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
私
は
先
年
、
中
国
の
蘇

州
に
行
き
ま
し
た
。
蘇
州
の
虎
丘
山
に
雲
岩
禅
寺
と
い
う
古
い
塔
が
立
っ
て
い
る
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
お
寺
の
前
庭
が
大
き
な
岩
石
の

上
に
あ
る
の
で
す
け
ど
、
そ
こ
の
門
前
に
石
の
庭
園
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
竺
道
生
が
説
法
し
た
場
所
だ
と
刻
ん
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
道
生
が
南
京
の
都
を
追
わ
れ
、
蘇
州
の
虎
丘
山
に
入
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
誰
も
い
な
い
の
で
石
に
向
か
っ
て
説
法
し
た

そ
う
で
す
。
そ
う
す
る
と
石
は
喜
ん
で
首
を
振
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
場
所
が
今
日
で
は
観
光
名
所
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
所
が
昔
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
。
し
か
し
な
が
ら
、
道
生

と
い
う
千
五
百
年
も
昔
の
人
が
我
々
の
身
近
に
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
と
き
に
思
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
道
生
は
、
生
年
が
三
五
五
年
、
没
年
が
四
三
四
年
で
あ
り
ま
す
。『
妙
法
蓮
華
経
』
の
訳
者
の
鳩
摩
羅
什
と
ほ
ぼ
同
年
代
で
あ

り
ま
す
ね
。
道
生
の
伝
記
が
書
か
れ
て
い
る
の
が
、
中
国
南
朝

代
の

皎
と
い
う
仏
教
史
家
が
記
し
た
『
高
僧
伝
』
で
す
。
こ
れ
は

有
名
な
書
物
で
、
こ
の
『
高
僧
伝
』
に
倣
っ
て
、
後
の
唐
代
の
道
宣
が
『
続
高
僧
伝
』
と
い
う
も
の
を
つ
く
り
ま
す
。
そ
し
て
同
じ
く

代
の
僧
祐
と
い
う
僧
が
、
経
典
カ
タ
ロ
グ
で
あ
り
ま
す
『
出
三
蔵
記
集
』
と
い
う
の
を
つ
く
り
ま
し
た
。
こ
の
『
出
三
蔵
記
集
』
に
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は
、
こ
の

の
僧
祐
の
時
代
ま
で
に
中
国
で
ど
う
い
う
経
典
が
漢
訳
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
現
在
ど
の
経
典
が
残
っ
て
い
る
か
、
と
い
う

こ
と
を
中
心
に
し
て
カ
タ
ロ
グ
を
つ
く
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
『
出
三
蔵
記
集
』
の
基
に
な
っ
た
の
が
、
釈
道
安
と
い
う
方
が
つ
く
っ

た
『
綜
理
衆
経
目
録
』
と
い
う
最
初
の
経
典
カ
タ
ロ
グ
で
す
。
こ
れ
は
、
道
安
が
目
の
前
に
あ
る
経
典
を
全
部
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い

っ
た
も
の
で
、
大
変
信
頼
が
あ
る
も
の
で
す
。
し
か
し
現
在
で
は
、
道
安
が
つ
く
っ
た
『
綜
理
衆
経
目
録
』
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
す

が
、
そ
の
目
録
に
基
づ
い
て
つ
く
っ
た
の
が
『
出
三
蔵
記
集
』
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
同
じ
く
大
変
信
頼
が
置
け
る
カ
タ
ロ
グ
と
し
て
扱

わ
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
『
出
三
蔵
記
集
』
に
は
、
経
典
の
カ
タ
ロ
グ
だ
け
で
は
な
く
、
漢
訳
者
で
あ
る
僧
の
伝
記
が
載
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中

に
道
生
の
伝
記
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
伝
記
に
よ
り
ま
す
と
、
出
家
前
の
姓
が
魏
氏
、
家
は
代
々
官
吏
の
家
柄
で
、
鉅
鹿
（
河
北
省
）

巨
鹿
県
の
出
身
で
あ
り
ま
す
。
一
時
、
南
の
彭
城
（
江
蘇
省
）
徐
州
に
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
幼
い
と
き
か
ら
大
変
優
れ
た
才
能
を

示
し
、
竺
法
汰
（
三
二
〇
｜
三
八
七
）
に
見
込
ま
れ
、
彼
に
付
い
て
出
家
し
ま
し
た
。
師
の
竺
法
汰
は
道
安
の
同
門
で
、
と
も
に
西
暦

三
五
〇
年
に
起
き
た

（
ぜ
ん
び
ん
）
の
乱
を
逃
れ
、
道
安
は
や
が
て
襄
陽
（
湖
北
省
）
に
落
ち
着
き
、
竺
法
汰
は
襄
陽
の
南
に
あ

た
る
荆
州
（
湖
北
省
）
か
ら
後
に
東
晋
の
都
の
建
康
（
南
京
）
へ
と
移
り
、
瓦
官
寺
に
住
し
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
は
っ
き
り
書
い
て

い
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
道
生
の
出
家
の
年
代
は
、
竺
法
汰
が
建
康
に
落
ち
着
い
た
こ
ろ
の
よ
う
で
、
伝
記
に
よ
り
ま
す
と
、
道
生
は

十
五
歳
の
と
き
に
す
で
に
南
京
の
瓦
官
寺
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
高
座
に
登
っ
た
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
高
座
に
登

る
と
い
う
の
は
経
典
な
ど
の
講
義
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
経
典
の
講
義
と
い
う
の
は
当
代
の
一
番
才
能
の
優
れ
た
人
が
す
る
わ
け

で
す
。
例
え
ば
聖
徳
太
子
も
推
古
天
皇
の
摂
政
と
な
っ
て
、
天
皇
の
た
め
に
『
勝
鬘
経
』『
法
華
経
』
を
講
義
し
た
。
経
典
を
講
義
で

き
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
経
典
に
つ
い
て
か
な
り
知
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ
ま
で
の
注
釈
書
を
全
部
マ
ス
タ
ー
し
て
、
自
分
な
り

の
解
釈
を
持
っ
て
い
る
人
で
な
い
と
経
典
を
講
義
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
経
典
講
義
は
形
式
が
決
ま
っ
て
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お
り
ま
す
。
儀
式
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
講
義
す
る
講
師
は
、
払
子
（
ほ
っ
す
）、
馬
の
尻
尾
の
毛
で
つ
く
っ
た
本
来
は
ハ

エ
払
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
使
っ
た
儀
式
か
ら
始
め
る
の
で
す
。
帝
王
が
玉
座
に
出
て
、
臣
下
な
ど
文
武
百
官
、
僧
も
ず
ら
っ
と
並

ぶ
と
い
う
大
変
な
大
舞
台
で
や
る
の
で
す
。
そ
れ
が
も
と
も
と
の
講
経
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
先
ほ
ど
の
聖
徳
太
子
も
、
そ
れ
と

同
じ
よ
う
に
天
皇
の
前
で
経
を
講
義
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

元
に
戻
り
ま
す
が
、
道
生
も
そ
れ
を
十
五
歳
で
し
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
大
変
な
秀
才
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
二
十
歳
で
具
足

戒
を
受
け
た
後
は
、
ま
す
ま
す
研
鑽
に
励
み
、
建
康
で
名
声
が
高
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
一
気
に
話
が
飛
び
ま
す
が
、
四
十
歳
半
ば

近
く
に
な
っ
て
廬
山
（
江
西
省
）
に
隠
棲
し
て
し
ま
い
ま
す
。
名
声
は
上
が
っ
た
け
れ
ど
も
、
名
声
に
流
さ
れ
な
い
で
、
彼
は
隠
棲
的

な
気
分
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
廬
山
に
は
、
有
名
な
廬
山
の

遠
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
廬
山
の

遠
と
い
う
の
は
中
国
浄
土
教
の
初
祖
と
か
、
白
蓮
社
と

い
う
念
仏
結
社
を
つ
く
っ
た
と
い
う
こ
と
で
大
変
有
名
な
人
で
す
。

遠
は
も
と
も
と
釈
道
安
の
『
般
若
経
』
の
講
義
を
聴
い
て
出
家

し
た
人
で
、
道
安
と
と
も
に
も
と
は
襄
陽
に
い
た
の
で
す
が
、
道
安
が
前

王

堅
（
ふ
け
ん
）
に
よ
っ
て
長
安
に
国
師
と
し
て
招
請

さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
廬
山
に
隠
棲
し
た
人
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
前

王

堅
と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
す
が
、
前

と
い
う
の
は
中
国
の
河
北
で
で
き
た
異
民
族
の
王
朝
で
す
。
五
胡
十
六

国
と
い
う
北
方
の
異
民
族
た
ち
が
中
国
に
押
し
寄
せ
て
き
て
、
そ
れ
が
た
め
に
西
晋
と
い
う
国
は
つ
ぶ
れ
て
し
ま
い
、
漢
民
族
は
揚
子

江
の
南
、
江
南
の
地
に
逃
げ
た
の
で
す
。
揚
子
江
の
南
に
は
、
す
で
に
司
馬
睿
に
よ
る
王
朝
が
で
き
て
い
ま
し
て
、
そ
れ
を
漢
民
族
の

晋
の
続
き
と
し
て
、
東
晋
と
い
う
名
前
に
し
た
の
で
す
。
亡
命
政
権
と
し
て
揚
子
江
の
南
で
王
朝
を
維
持
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
揚

子
江
よ
り
北
の
部
分
は
異
民
族
に
征
服
さ
れ
て
い
ま
す
。
華
北
の
地
は
入
れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
北
魏
、
東
魏
、
西
魏
、
北
周
、
北
斉

だ
と
か
、
異
民
族
が
次
か
ら
次
に
交
代
し
て
い
き
ま
す
が
、
最
初
の
頃
に
前

と
い
う
国
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
王
が

堅
で
す
か
ら
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前

王

堅
で
す
。
こ
の

堅
は
中
国
中
部
の
地
を
征
服
し
ま
し
て
前

と
い
う
国
を
建
て
た
の
で
す
が
、

堅
は
東
晋
を
し
ば
し
ば

攻
撃
す
る
の
で
す
。
少
し
後
に
は
、
肥
水
の
戦
い
と
い
う
有
名
な
戦
い
が
こ
の
揚
子
江
中
部
を
挟
ん
で
行
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ま
で
強
か

っ
た
異
民
族
の
国
で
し
た
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
こ
の
と
き
は
東
晋
が
頑
張
っ
て
勝
っ
た
の
で
す
。
漢
民
族
は
そ
れ
ま
で
戦
争
に
弱
く
、

次
か
ら
次
に
や
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
肥
水
の
戦
い
に
お
い
て
は
勝
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
前

王
は
負
傷
し
、
そ

の
傷
が
も
と
で
後
に
前

王
は
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
た
東
晋
を
攻
略
し
よ
う
と
、
東
晋
の
地
に
近
い
襄
陽
と
い
う
場

所
を
攻
撃
す
る
の
で
す
。
こ
の
と
き
道
安
は
襄
陽
に
お
り
、
捕
虜
の
よ
う
な
格
好
で
前

王

堅
に
連
れ
去
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し

て
長
安
に
招
か
れ
る
の
で
す
が
、
道
安
が
捕
虜
に
な
っ
た
と
き
前

王
は
、
道
安
に
誰
か
良
い
ブ
レ
ー
ン
は
い
な
い
か
と
尋
ね
る
の
で

す
ね
。
そ
う
し
ま
す
と
道
安
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
亀
茲
（
ク
チ
ャ
）
と
い
う
国
に
大
変
優
れ
た
才
能
の
あ
る
鳩
摩
羅
什
と
い
う
僧
が
い

て
、
彼
を
国
師
に
迎
え
れ
ば
大
変
い
い
で
し
ょ
う
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
の
で
す
。
前

王

堅
は
そ
れ
で
は
と
い
う
こ
と
で
、
呂
光

と
い
う
将
軍
を
遣
わ
し
て
、
亀
茲
に
軍
隊
を
差
し
向
け
、
そ
の
辺
の
国
を
征
服
し
な
が
ら
、
と
う
と
う
亀
茲
を
滅
ぼ
し
、
鳩
摩
羅
什
を

捕
虜
に
し
て
連
れ
帰
ろ
う
と
し
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
鳩
摩
羅
什
は
将
軍
呂
光
と
呂
光
の
息
子
の
二
代
に
わ
た
る
十
六
年
間
ず
っ
と

捕
虜
の
身
と
な
り
、
そ
の
後
や
っ
と
前

の
次
に
興
っ
た
後

と
い
う
国
の

興

よ
う
こ
う
）と
い
う
王
に
解
放
さ
れ
ま
し
た
。
長
安

に
迎
え
ら
れ
て
十
六
年
間
の
捕
虜
の
生
活
を
終
え
、
よ
う
や
く
中
国
に
入
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
の
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
こ
の
道
安
が
国
師
と
し
て
鳩
摩
羅
什
を
迎
え
れ
ば
良
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
、
ま
た
状
況
は
変
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
し
、
こ
の
『
法
華
経
』
も
翻
訳
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

師
の
道
安
が
前

王

堅
に
よ
っ
て
長
安
に
招
請
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
弟
子
の

遠
は
廬
山
に
隠
棲
し
ま
し
た
。
四
〇
一
年

に
鳩
摩
羅
什
が
捕
虜
の
身
か
ら
晴
れ
て

興
に
迎
え
ら
れ
て
長
安
に
入
っ
た
と
き
に
親
交
を
結
び
、
鳩
摩
羅
什
と

遠
の
間
で
大
乗
の

教
義
に
関
し
て
問
答
を
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
、『
大
乗
大
義
章
』
と
し
て
現
存
し
て
お
り
ま
す
。
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道
生
も
こ
の
時
期
に
廬
山
に
お
り
ま
し
て
、
鳩
摩
羅
什
が
長
安
に
や
っ
て
き
た
の
を
知
り
、

叡
、

厳
、

観
と
い
う
三
人
の
僧

と
と
も
に
長
安
に
出
掛
け
て
、
鳩
摩
羅
什
の
学
を
受
け
て
弟
子
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
翻
訳
を
助
け
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
道

生
は
、
鳩
摩
羅
什
が
『
妙
法
蓮
華
経
』
を
翻
訳
す
る
と
き
そ
の
訳
場
に
い
た
の
で
す
。
い
ろ
い
ろ
と
鳩
摩
羅
什
と
問
答
を
し
な
が
ら
、

お
そ
ら
く
訳
文
の
決
定
な
ど
に
も
関
わ
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
翻
訳
を
助
け
た
人
物
が
注
釈
本
を
つ
く

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
大
変
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

四
一
八
年
に
南
朝
で
法
顕
が
持
ち
帰
っ
た
『
大
乗
涅
槃
経
』
が
訳
出
さ
れ
ま
す
。『
涅
槃
経
』
に
「
大
乗
」
を
付
け
ま
し
た
の
は
、

原
始
仏
教
の
『
涅
槃
経
』
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
り
ま
す
。『
涅
槃
経
』
と
言
わ
れ
る
も
の
は
二
種
類
あ
り
ま
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
原
始

仏
教
の
『
涅
槃
経
』
と
い
う
も
の
は
、
仏
陀
が
ご
自
分
の
死
期
を
悟
ら
れ
、
生
ま
れ
故
郷
の
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
で
亡
く
な
ろ
う
と
し

た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
な
ど
の
お
付
き
を
従
え
て
、
北
へ
北
へ
と
旅
を
す
る
。
途
中
、
鍛
冶
工
の
チ
ュ
ン
ダ
の
出
さ
れ
た

食
事
に
よ
っ
て
、
赤
痢
か
何
か
に
な
っ
て
大
変
な
重
病
に
陥
っ
た
。
そ
れ
で
も
歩
い
て
北
へ
向
か
っ
て
い
る
途
中
、
と
う
と
う
ク
シ
ナ

ガ
ラ
の
沙
羅
双
樹
の
所
で
力
尽
き
て
横
に
な
る
。
そ
こ
で
涅
槃
を
迎
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
小
乗
の
『
涅
槃
経
』
は
、
お
亡
く
な
り
に

な
る
と
お
葬
式
を
し
て
荼
毘
を
し
て
遺
骨
を
八
つ
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
部
族
に
分
け
た
と
、
そ
こ
ま
で
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
れ

が
、
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
は
違
う
の
で
す
。
大
乗
の
『
涅
槃
経
』
は
ど
こ
か
ら
始
ま
る
か
と
い
う
と
、
仏
陀
が
沙
羅
双
樹
の
間
に
横
に

な
っ
て
お
ら
れ
る
、
そ
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
弟
子
た
ち
が
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
今
ま
で
私
は
お
ま
え
た
ち
に
い
ろ

い
ろ
教
え
て
き
た
」
と
釈
尊
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
し
て
弟
子
た
ち
も
「
私
た
ち
も
、
常
・
楽
・
我
・
浄
と
い
う
の
は
、
顚
倒
（
て
ん

ど
う
）
の
見
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
こ
の
世
は
無
常
で
あ
る
、
そ
し
て
一
切
の
も
の
は
無
我
で
あ

る
、
人
生
は
苦
で
あ
り
、
こ
の
身
は
不
浄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
学
び
ま
し
た
」
と
言
う
の
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
お
釈

さ
ま
は

「
そ
の
と
お
り
」
と
は
言
わ
な
い
。
実
は
違
う
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
本
当
の
正
見
は
「
常
・
楽
・
我
・
浄
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と
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を
教
え
ま
す
。
弟
子
た
ち
は
び
っ
く
り
し
ま
す
。
自
分
た
ち
は
お
釈

さ
ま
に
教
え
ら
れ
て
、
不
浄
で
あ
り
、
無
我
で
あ
り
、
苦
で
あ

る
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
が
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
る
の
で
す
ね
。
お
釈

さ
ま
が
言
う
に
は
、
涅
槃
に
は
四
つ
の
特
性
が
あ
る
と
。

そ
れ
が
常
で
あ
り
、
常
と
い
う
の
は
常
住
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
（
永
久
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
楽
で
あ
り
、
我
（
ア
ー

ト
マ
ン
）
で
あ
り
、
浄
、
清
ら
か
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
仏
の
身
体
は
永
遠
で
あ
る
、
仏
身
常
住
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

説
か
れ
、
法
身
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。
法
身
は
具
体
的
に
は
真
理
と
そ
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
智

の
こ
と
で
、
そ
の
法
身
が
衆

生
の
内
に
あ
る
と
し
て
、
そ
し
て
仏
性
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
わ
け
で
す
。

全
て
の
人
々
は
皆
、
仏
と
同
じ
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
我
々
の
内
な
る
仏
を
仏
性
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
と
経
典
は
説
く
わ
け
で
す
。

一
切
衆
生
は
全
て
仏
性
を
持
っ
て
い
る
と
、
仏
と
同
じ
素
質
を
持
っ
て
い
る
と
『
大
乗
涅
槃
経
』
で
は
繰
り
返
し
説
く
の
で
す
ね
。
し

か
し
そ
の
後
、「
た
だ
し
一

提
を
除
く
」
と
た
だ
し
書
き
が
あ
る
の
で
す
。
一

提
は
イ
ッ
チ
ャ
ン
テ
ィ
カ
の
音
写
で
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
語
で
す
。
み
ん
な
が
成
仏
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
の
「
一

提
だ
け
は
除
く
」
と
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
一

提
と
い
う

の
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
な
り
ま
す
。『
大
乗
涅
槃
経
』
に
は
「
誹
謗
す
る
者
」「
断
善
根
者
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。「
五
逆
罪
よ
り
も

悪
い
」
と
い
う
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
ど
ん
な
悪
人
か
と
思
う
の
で
す
が
、
具
体
的
に
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
一

番
根
本
的
な
定
義
は
『
涅
槃
経
』
の
「
誹
謗
中
傷
者
」
で
す
。『
涅
槃
経
』
経
典
を
信
じ
な
い
者
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
唯
一
の
除

外
例
で
あ
る
一

提
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
ね
。
全
て
の
人
は
成
仏
で
き
る
が
、
一

提
だ
け
は
成
仏
で
き
な
い
と
書
い
て
あ
り

ま
す
と
、
成
仏
で
き
な
い
人
は
一
体
誰
だ
ろ
う
と
な
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
研
究
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
だ
と
い

う
よ
う
な
具
体
的
な
説
は
で
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
時
々
、
論
争
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
致
し
ま
し
て
、
こ
の
『
涅
槃
経
』
は
六
巻
本
と
い
う
も
の
が
最
初
、
四
一
八
年
に
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
六
巻
本

と
わ
ざ
わ
ざ
巻
数
を
書
い
て
い
ま
す
の
は
、
漢
訳
の
テ
キ
ス
ト
に
何
種
類
か
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
六
巻
本
の
す
ぐ
後
に
四
十
巻
本
と
い
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う
の
が
北
朝
で
漢
訳
さ
れ
る
の
で
す
。
先
ほ
ど
北
朝
は
異
民
族
の
国
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
異
民
族
の
国
の
一
つ
で
あ
る
北
涼
と

い
う
国
の
、
沮
渠
蒙
遜
（
そ
き
ょ
も
う
そ
ん
）
と
い
う
王
の
援
助
を
得
て
、
曇
無

が
『
大
乗
涅
槃
経
』
を
何
度
か
に
分
け
て
翻
訳
し
、

最
終
的
に
出
来
上
が
っ
た
も
の
が
四
十
巻
で
す
。
実
は
巻
数
に
は
異
論
が
あ
り
ま
す
が
、
今
四
十
巻
の
『
涅
槃
経
』
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
訳
者
で
あ
る
曇
無

は
、
経
典
は
ま
だ
続
き
が
あ
る
の
で
中
央
ア
ジ
ア
の
コ
ー
タ
ン
に
経
典
を
探
し
に
行
く
と
言
い
出
掛
け
た
。

そ
う
す
る
と
今
ま
で
援
助
し
て
い
た
王
は
、
何
と
刺
客
を
差
し
向
け
て
、
と
う
と
う
こ
の
曇
無

を
暗
殺
し
て
し
ま
い
ま
す
。
暗
殺
し

た
理
由
は
、
曇
無

が
ス
パ
イ
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
た
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
が
、
よ
く
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
曇
無

と
い
う

人
は
大
変
戒
律
に
厳
格
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
と
同
時
に
、
北
涼
の
王
の
ハ
ー
レ
ム
に
お
い
て
王
女
た
ち
に
房
中
術
を
施
し
た
と
言
う

説
ま
で
あ
っ
て
、
諸
説
入
り
乱
れ
て
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
人
が
翻
訳
し
た
の
が
四
十
巻
本
で
、
こ
れ
は
北
朝
で
翻
訳
さ
れ

ま
し
た
。
そ
れ
で
北
本
と
通
称
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
南
朝
で
北
本
を
三
十
六
巻
本
と
し
て
再
編
集
し
た
も
の
を
南
本
と
い
い
ま
す
。

こ
の
北
本
、
南
本
に
先
立
つ
六
巻
『
涅
槃
経
』
を
読
む
限
り
で
は
一

提
だ
け
が
成
仏
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
し
か

し
こ
れ
に
対
し
て
道
生
は
、
一

提
も
成
仏
可
能
だ
と
説
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
経
典
に
は
一

提
は
成
仏
で
き
な
い
と
繰
り
返
し
書

い
て
あ
る
の
で
す
が
、
し
か
し
道
生
は
六
巻
本
を
読
ん
で
、
一

提
は
成
仏
で
き
る
と
主
張
し
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
周
り
の
仏
教

者
た
ち
は
、
経
典
に
な
い
勝
手
な
こ
と
を
言
う
と
し
て
道
生
を
所
払
い
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、

虎
丘
山
に
道
生
は
逃
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
石
を
相
手
に
説
法
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
四
三
〇
年
、
こ
の
と
き
道
生

は
七
十
五
、
六
歳
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
再
び
廬
山
に
入
り
ま
す
。
な
ん
と
こ
の
年
に
、
北
の
長
安
か
ら
南
の
建
康
へ
曇
無

訳
の
四

十
巻
本
が
伝
わ
っ
た
の
で
す
。
四
一
八
年
に
南
朝
で
六
巻
本
が
翻
訳
さ
れ
た
十
二
年
後
に
、
こ
の
曇
無

訳
の
四
十
巻
本
が
南
朝
に
伝

わ
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
ど
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
の
か
。
こ
の
四
十
巻
本
は
後
の
方
に
、
六
巻
本
に
は
な
い

部
分
が
あ
り
、「
一

提
で
も
成
仏
で
き
る
」
と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
を
見
た
者
は
、
道
生
は
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
、
道

二
三
八

中
国
仏
教
と
『
法
華
経
』



生
の
仏
教
理
解
の
深
さ
を
褒
め
讃
え
た
と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
道
生
は
廬
山
に
入
っ
て
四
年
後
の
四
三
四
年
に
亡
く
な
り
ま
す
。
彼
の
著
作
は
『
仏
性
当
有
論
』『
弁
仏
性
義
』『
法
身
無
色

論
』『
二
諦
論
』
な
ど
や
、『
法
華
経
』『
維
摩
経
』『
泥

経
』（『
涅
槃
経
』）『
小
品
般
若
経
』
な
ど
の
義
疏
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

こ
れ
ら
は
全
て
失
わ
れ
、
た
だ
『
妙
法
華
』
の
注
釈
書
で
あ
る
『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
二
巻
の
み
が
現
存
し
て
い
ま
す
。

三
、
道
生

『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
に
つ
い
て

こ
れ
は
二
巻
と
あ
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
は
一
巻
で
す
。
そ
れ
が
後
に
加
筆
さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
調
巻
の
具
合
な
の
か
、
現
在

は
二
巻
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
の
最
初
の
序
の
部
分
に
「
余
、
少
し
く
講
末
に
預
か
り
、（
中
略
）
聊

か
講
日
に
お
い
て
聞
く
所
を
疏
と
し
て
録
し
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、
翻
訳
の
と
き
に
鳩
摩
羅
什
は
こ
れ
は
こ
う
い
う
意
味
だ
と
講
義
を

し
た
よ
う
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
講
義
を
「
い
さ
さ
か
講
日
に
お
い
て
聞
く
所
を
疏
と
し
て
録
し
、
其
れ
猶
、
鼓
の
生
ず
る
が
ご
と

し
」
と
い
い
ま
す
。「
又
、
元
嘉
九
年
春
の
三
月
を
以
っ
て
、
廬
山
東
林
精
舎
に
お
い
て
又
こ
れ
を
治
定
す
」
と
あ
り
、
手
を
加
え
た

と
い
う
の
で
す
。
廬
山
の
東
林
精
舎
に
お
い
て
元
嘉
九
年
で
す
か
ら
、
も
う
亡
く
な
る
前
で
す
ね
。「
加
う
る
に
衆
本
を
採
訪
し
、
一

巻
を
具
成
せ
り
」
と
。
元
嘉
九
（
四
三
二
）
年
に
廬
山
の
東
林
精
舎
に
て
修
訂
を
加
え
、「
衆
本
」
い
ろ
い
ろ
な
多
く
の
本
、
こ
れ
は

他
の
『
法
華
経
』
注
釈
書
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
、
ま
っ
た
く
今
日
に
伝
わ
っ
て
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
採
り
入
れ
な
が
ら
一
巻
と
し
て
完
成
し
た
と
い
う
の
で
す
。
道
生
の
最
晩
年
、
示
寂
の
二
年
前
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
文
章
に
は
一
巻
と
あ
り
ま
す
が
、
現
存
テ
キ
ス
ト
は
二
巻
本
で
、
上
巻
は
「
序
品
」
か
ら
「
信
解
品
」
第
四
ま
で
、

下
巻
は
「
薬
草
喩
品
」
第
五
か
ら
「
勧
発
品
」
第
二
十
七
ま
で
で
す
。
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
明
ら
か
に
「
序
品
」
か
ら
「
信
解
品
」
ま

で
と
、「
薬
草
喩
品
」
か
ら
の
部
分
に
分
量
に
差
が
あ
り
ま
す
ね
。
要
す
る
に
注
釈
の
程
度
が
後
に
行
く
ほ
ど
簡
略
に
な
る
の
で
す
。
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上
下
二
巻
に
し
た
と
き
に
、
上
巻
に
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
と
、
下
巻
が
第
五
章
か
ら
第
二
十
七
章
ま
で
で
す
か
ら
。

道
生
の
こ
の
『
疏
』
は
、
吉
蔵
が
『
法
華
玄
論
』
に
引
用
し
た
く
ら
い
で
、
中
国
で
あ
ま
り
知
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

日
本
で
も
こ
の
注
釈
書
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
大
正
の
初
め
の
羽
渓
了
諦
氏
に
よ
る
写
本
の
発
見
と
紹
介
、『
大
日
本
続
蔵
経
』
へ
の

編
入
と
、
そ
の
内
容
研
究
を
嚆
失
と
す
る
よ
う
で
、
そ
の
後
の
主
な
研
究
と
し
て
矢
吹
慶
輝
氏
、
横
超

日
氏
ら
に
よ
る
研
究
が
あ
り
、

近
年
で
は
三
康
文
化
研
究
所
の
訳
注
研
究
が
あ
り
ま
す
。
当
初
こ
の
注
釈
書
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
日
本
で
も

も
ち
ろ
ん
知
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
日
本
で
の
写
本
の
発
見
と
い
い
ま
す
か
、
あ
ら
た
め
て
研
究
し
た
の
が
大
正
の
初
め
だ
と
い
う

の
で
す
か
ら
、
ま
だ
研
究
の
歴
史
も
浅
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
最
も
早
い
時
期
に
成
立
し
た
『
妙
法
蓮
華
経
』
の
注
釈

書
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
内
容
を
研
究
す
る
と
い
う
の
は
大
変
大
事
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

四
、
道
生
の
『
法
華
経
』
解
釈

い
よ
い
よ
本
論
で
あ
り
ま
す
が
、「
提
婆
達
多
品
」
は
現
在
二
十
八
章
の
中
の
第
十
二
章
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
道
生
の

『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
の
時
代
に
は
「
提
婆
達
多
品
」
が
な
い
の
で
す
。
こ
れ
が
中
国
で
い
つ
ご
ろ
付
い
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
天
台
大

師
智

の
晩
年
六
世
紀
の
末
ぐ
ら
い
で
、『
添
品
妙
法
蓮
華
経
』
の
と
き
に
は
付
い
て
い
た
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら

こ
の
段
階
で
は
二
十
七
品
で
す
。
ち
な
み
に
聖
徳
太
子
の
読
ん
だ
『
法
華
経
』、
聖
徳
太
子
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
『
法
華
義
疏
』
を
つ

く
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
は
「
提
婆
達
多
品
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
だ
そ
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

道
生
に
お
け
る
『
法
華
経
』
の
位
置
付
け
を
見
て
み
ま
す
と
、
教
判
の
段
で
道
生
は
四
種
法
論
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
分
か

り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
次
の
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
原
文
は
漢
文
で
す
が
、
書
き
下
し
文
に
し
て
あ
り
ま
す
。

妙
法
と
は
、
夫
れ
至
像
に
形
無
く
、
至
音
に
声
無
し
。
希
微
に
し
て
朕
（＝

）
思
の
堺
を
絶
す
。
豈
に
形
言
な
る
者
有
ら
ん
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や
。
経
殊
な
り
、
唱
異
な
る
所
以
は
、
理
豈
に
然
ら
ん
や
。
ま
こ
と
に
蒼
生
の
機
と
感
と
一
な
ら
ず
、
悟
り
を
啓
く
こ
と
万
端
な

る
に
由
る
。
こ
こ
を
も
っ
て
大
聖
は
分
流
の
疏
有
る
を
示
し
、
顕
す
に
参
差
の
教
を
も
っ
て
す
。
道
樹
に
始
ま
り
泥
日
に
終
わ
る

に
凡
そ
四
種
法
輪
を
説
く
。
一
に
は
善
浄
法
輪
、
始
に
一
善
、
乃
至
四
空
を
説
き
、
三
途
の
穢
を
去
ら
し
む
。
故
に
こ
れ
を
浄
と

い
う
。
二
に
は
方
便
法
輪
。
無
漏
の
道
品
を
以
て
二
涅
槃
を
得
る
を
い
う
。
こ
れ
を
方
便
と
い
う
。
三
に
は
真
実
法
輪
。
三
の
偽

を
破
り
、
一
の
美
を
成
す
。
こ
れ
を
真
実
と
い
う
。
四
に
は
無
余
法
輪
、
斯
れ
則
ち
会
帰
の
談
、
乃
ち
常
住
の
妙
旨
を
説
く
を
無

余
と
い
う
な
り
。
此
の
経
は
大
乗
を
以
て
宗
と
為
す
。
大
乗
と
は
平
等
大

を
謂
う
。
一
善
に
始
ま
り
、
極

に
終
わ
る
。
是
れ

な
り
。
平
等
と
は
、
理
に
異
趣
な
く
一
極
に
同
帰
す
る
を
謂
う
な
り
。
大

と
は
、
終
に
つ
い
て
称
を
為
す
の
み
。

（『
新
篇
大
日
本
続
蔵
経
』
巻
二
七
・
三
九
七
頁
上
）

妙
法
と
い
う
の
は
、
形
も
な
く
声
も
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
及
ぶ
と
こ
ろ
を
絶
し
て
お
り
、
形
と
い
う
の
は
色
・
形
の
「
形
」
で

す
が
、
形
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
音
声
の
あ
る
も
の
で
も
な
い
と
。
蒼
生
と
い
う
の
は
衆
生
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
衆
生
の
機
根
と

仏
を
求
め
る
心
、
感
と
が
一
で
は
な
い
と
。「
悟
り
を
啓
く
こ
と
万
端
な
る
に
由
る
」
と
は
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
の
悟
り
方
が
あ
り
、

衆
生
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
こ
こ
を
も
っ
て
大
聖
は
分
流
の
疏
有
る
を
示
し
、
顕
す
に
参
差
の
教
を
も

っ
て
す
。
道
樹
に
始
ま
り
泥
日
に
終
わ
る
に
凡
そ
四
種
法
論
を
説
く
」
と
。
道
樹
と
は
こ
れ
は
菩
提
樹
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
初
め

の
『
華
厳
経
』
を
言
い
、
泥
日
は
最
後
の
臨
終
の
『
涅
槃
経
』
を
言
い
、
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
の
仏
陀
の
説
法
を
、「
凡
そ
四
種
法

論
を
説
く
」
と
、「
善
浄
法
輪
」「
方
便
法
輪
」「
真
実
法
輪
」「
無
余
法
輪
」
と
い
う
四
種
類
に
分
け
た
の
で
す
。
こ
の
う
ち
『
法
華

経
』
は
第
三
の
真
実
法
輪
と
道
生
は
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。『
法
華
経
』
は
第
三
の
真
実
法
輪
と
位
置
付
け
ら
れ
、『
涅
槃
経
』

の
前
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。『
法
華
経
』
の
特
質
を
一
乗
真
実
を
明
か
す
も
の
と
し
て
お
り
、
久
遠
実
成
と
い
う
点
に
は
触
れ
て
い
な

い
の
で
す
。
し
か
し
、
次
の
無
余
法
輪
で
は
『
涅
槃
経
』
を
「
常
住
の
妙
旨
を
説
く
」
と
し
て
、
仏
身
常
住
を
説
く
も
の
と
規
定
し
て
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い
ま
す
。

今
申
し
た
よ
う
に
、『
涅
槃
経
』
は
如
来
は
永
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
仏
陀
が
亡
く
な
っ
て
仏
弟
子
た
ち
は
目

前
に
仏
が
い
な
い
状
況
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
や
が
て
絵
に
描
い
た
仏
で
あ
る
と
か
仏
像
と
し
て
、
そ
の
存
在
を

目
で
見
る
こ
と
の
で
き
る
仏
陀
と
し
て
つ
く
り
出
し
て
い
き
ま
す
。
仏
教
徒
に
と
っ
て
仏
の
死
と
い
う
こ
と
は
、
重
要
な
意
味
を
持
っ

た
の
で
す
ね
。
仏
は
我
々
と
同
じ
よ
う
に
肉
体
が
無
く
な
れ
ば
も
う
無
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
、
仏

の
本
質
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
考
え
が
、
仏
教
徒
の
間
に
広
が
っ
て
き
た
の
で
す
。
仏
の
本
質
と
い
う
も
の
を
求
め
よ
う
と

す
る
の
が
、
こ
の
『
涅
槃
経
』
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
本
質
を
何
に
求
め
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
法
身
と
い
う
も
の
に
求
め
た
の
で
す
。

法
身
と
い
う
の
は
真
理
を
身
体
と
す
る
仏
と
い
い
ま
す
ね
。
真
理
と
い
う
の
は
時
間
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
永
遠
で
す
。
仏

の
本
質
は
法
身
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
法
身
は
真
理
を
本
質
と
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
仏
は
永
遠
な
る
存
在
と
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い

う
わ
け
で
『
涅
槃
経
』
は
、
如
来
は
永
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
『
涅
槃
経
』
の
経
説
の
一
つ
の
大

き
な
焦
点
で
あ
り
ま
す
の
で
、
中
国
仏
教
者
は
『
涅
槃
経
』
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
如
来
の
常
住
、
仏
身
の
常
住
で
あ
る
と
言

う
の
で
す
ね
。

さ
て
道
生
の
解
釈
に
戻
り
ま
し
て
、『
涅
槃
経
』
を
「
常
住
の
妙
旨
を
説
く
」
と
し
て
、
仏
身
常
住
を
説
く
も
の
と
規
定
し
て
い
ま

す
。
こ
の
位
置
付
け
は
『
法
華
経
』
の
「
寿
量
品
」
の
久
遠
実
成
の
解
釈
と
関
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、『
涅
槃
経
』
が

常
住
を
経
旨
と
す
る
と
い
う
の
は
、
当
時
の
中
国
仏
教
者
の
ほ
ぼ
共
通
解
釈
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
誰
も
が
そ
う
思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

『
法
華
経
』
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
経
は
大
乗
を
以
て
宗
と
為
す
。
大
乗
と
は
、
平
等
大

を
謂
う
。
一
善
に
始
ま
り
、
極

に
終
わ

る
。
是
れ
な
り
。
平
等
と
は
、
理
に
異
趣
な
く
一
極
に
同
帰
す
る
を
謂
う
な
り
。
大

と
は
、
終
に
つ
い
て
称
を
為
す
の
み
」
と
あ
る

よ
う
に
、『
法
華
経
』
の
根
本
は
大
乗
で
あ
り
、
そ
の
大
乗
と
は
平
等
大

で
あ
る
と
す
る
の
で
す
。
つ
ま
り
『
法
華
経
』
の
根
本
趣
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旨
は
平
等
な
る
仏

で
あ
る
と
。
一
善
か
ら
始
ま
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
善
の
終
着
点
が
平
等
な
る
仏

で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

『
法
華
経
』
の
中
に
は
「
如
来
寿
量
品
」
と
い
う
チ
ャ
プ
タ
ー
が
あ
っ
て
、
仏
の
寿
命
に
つ
い
て
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
寿
命
無
量
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
章
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
無
量
の
寿
命
に
つ
い
て
道
生
は
あ
ま
り
強
調
し
て
い
な

い
の
で
す
。
む
し
ろ
『
涅
槃
経
』
の
法
身
常
住
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
言
っ
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
道
生
の
『
疏
』
序
品
の
続
き
の
部
分
で
は
、
一
経
を
三
段
に
分
け
る
分
科
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。「
序
品
」
か
ら
「
安

楽
行
品
」
ま
で
と
、「
従
地
踊
出
品
」
か
ら
「
嘱
累
品
」
ま
で
、
そ
し
て
「
薬
王
菩
薩
品
」
か
ら
最
後
の
「
勧
発
品
」
ま
で
の
三
段
で

す
。
中
国
仏
教
者
の
解
釈
の
仕
方
は
、
経
典
を
ま
ず
段
ご
と
に
分
け
て
い
っ
て
、
さ
ら
に
細
か
く
分
け
て
い
く
の
で
す
。
こ
れ
を
分
科

と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
段
が
ど
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
書
い
て
い
っ
て
、
そ
れ
を
全
部
集
め
る
と
一
つ
の
経
典

の
解
釈
が
出
来
上
が
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
う
い
う
解
釈
方
法
を
と
る
わ
け
で
す
か
ら
、
経
典
を
ど
う
区
切
る
か
パ
タ
ー
ン
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
が
経
典
解
釈
の
一
番
初
め
に
取
り
か
か
る
方
法
で
す
ね
。

道
生
は
、
大
き
く
三
段
に
分
け
た
そ
の
一
段
目
を
「
三
因
を
一
因
と
為
す
を
明
か
す
」
と
し
三
乗
の
因
行
が
一
乗
の
因
行
と
な
る
こ

と
を
説
い
て
い
る
と
し
ま
し
て
、
二
段
目
を
「
三
乗
を
弁
ず
」
と
し
三
乗
の
果
が
一
乗
の
仏
果
に
他
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
と
し
、

三
段
目
は
経
の
流
通
に
関
す
る
品
々
で
あ
り
ま
す
が
「
三
人
を
均
し
く
し
て
一
人
と
為
す
」
と
し
て
三
乗
の
人
が
均
し
く
同
一
の
菩
薩

で
あ
る
と
説
く
も
の
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
三
乗
の
因
行
が
一
乗
の
因
行
に
収
束
し
、
同
時
に
三
乗
の
修
行
者
も
一
乗

の
修
行
者
（
菩
薩
）
に
収
束
す
る
と
し
ま
す
か
ら
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
道
生
は
、『
法
華
経
』
を
一
乗
の
因
と
果
と
を
明
か
す
も
の
と
理

解
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
ま
す
。
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①

「
宗
」
に
つ
い
て

中
国
仏
教
者
の
『
法
華
経
』
解
釈
を
覗
う
場
合
、
幾
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
第
一
に
『
法
華
経
』
一
経
の
宗
旨
、

経
の
根
本
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
解
釈
者
に
よ
っ
て
内
容
が
異
な
り
ま
す
。
先
に
道
生
の
「
宗
」

に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
彼
は
こ
れ
を
仏

と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
道
生
の
解
釈
で
す
ね
。

②

三
車
・
四
車

第
二
に
は
三
乗
と
一
乗
の
関
係
で
あ
り
ま
す
。「
方
便
品
」
第
二
で
三
乗
は
一
乗
の
た
め
の
方
便
で
あ
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
ま
す
が
、

次
の
「
譬
喩
品
」
第
三
で
、
火
宅
の
喩
え
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
が
説
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
有
名
な
長
者
火
宅
の
喩
え
で
あ
り
ま
す
。
火

宅
か
ら
子
ど
も
た
ち
を
救
い
出
す
た
め
の
方
便
と
し
て
設
け
ら
れ
た
羊
・
鹿
・
牛
の
三
車
は
等
し
く
大
白
牛
車
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
が
、
羊
・
鹿
・
牛
の
三
車
を
そ
れ
ぞ
れ
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
、
大
白
牛
車
を
仏
乗
に
喩
え
る
と
し
て
、
こ
の
と
き
、

三
車
の
中
の
牛
車
と
大
白
牛
車
と
は
同
じ
も
の
か
別
物
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
同
じ
も
の
だ
と
す
る
と
車
の
総
数
は
三
車

と
な
り
、
別
の
大
き
く
白
い
力
の
あ
る
大
変
立
派
な
牛
の
牽
く
車
を
与
え
れ
ば
車
の
数
は
四
車
に
な
る
の
で
す
。

た
だ
『
法
華
経
』
の
経
典
の
中
に
は
、
ど
っ
ち
と
も
取
れ
る
表
現
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
解
釈
が
分
か
れ
る
の
で
す
。
解
釈
す
る

者
に
よ
っ
て
、
三
車
か
四
車
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
ま
で
説
か
れ
た
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
そ
れ
ぞ
れ
の
た
め
の
教
え
と
、
そ
れ
か
ら
仏

一
乗
だ
と
い
っ
て
説
く
。
そ
れ
も
大
乗
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
大
乗
と
今
ま
で
説
か
れ
た
大
乗
と
が
、
同
じ
も
の
で
あ
る
か
、
別
の
も

の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

道
生
は
三
車
家
を
取
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
道
生
以
降
で
三
車
の
立
場
を
取
る
者
は
、
三
論
宗
の
吉
蔵
、
法
相
宗
の
慈
恩
大
師
基
な

ど
が
い
ま
す
し
、
四
車
家
は
、
光
宅
寺
法
雲
、
浄
影
寺

遠
、
天
台
智

な
ど
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
仏
教
者
に
よ
っ
て
解
釈
が
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異
な
っ
て
い
ま
す
。

③

仏
性
説
と
の
関
わ
り
の
有
無

三
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
が
、
大
乗
『
涅
槃
経
』
と
『
法
華
経
』
と
の
関
わ
り
で
す
。
要
す
る
に
経
典
を
解
釈
す
る
者
が

『
涅
槃
経
』
と
い
う
経
典
を
知
っ
て
い
る
場
合
。
道
生
は
知
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
『
涅
槃
経
』
の
解
釈

を
『
法
華
経
』
の
解
釈
に
持
ち
込
ん
で
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
問
題
で
す
ね
。
仏
教
者
に
と
っ
て
仏
説
と
い
う
も
の
は
仏
が
一
代
で

説
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
最
後
に
説
か
れ
た
の
が
臨
終
の
場
で
説
か
れ
た
『
涅
槃
経
』
で
あ
り
、
こ
れ
は
動
き
ま
せ

ん
。
そ
し
て
『
法
華
経
』
は
そ
の
前
に
説
か
れ
た
と
さ
れ
る
わ
け
で
、
具
体
的
に
は
七
十
二
歳
か
ら
の
八
年
間
に
説
か
れ
た
経
典
だ
と

さ
れ
る
わ
け
で
す
。『
法
華
経
』
が
先
に
説
か
れ
『
涅
槃
経
』
が
後
に
説
か
れ
た
の
で
す
。
し
か
し
『
法
華
経
』
を
解
釈
す
る
と
き
に

『
法
華
経
』
の
内
容
を
『
涅
槃
経
』
の
思
想
で
解
釈
す
る
と
先
後
の
順
序
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
後
世
の
者
は
『
涅
槃
経
』

と
『
法
華
経
』
を
同
時
に
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、『
涅
槃
経
』
を
読
ん
で
、
そ
の
『
涅
槃
経
』
の
思
想
に
よ
っ
て
『
法
華
経
』

を
解
釈
す
る
こ
と
が
十
分
あ
り
得
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
問
題
で
す
。

『
法
華
経
』
に
は
ま
だ
仏
性
と
い
う
言
葉
も
概
念
も
説
か
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
近
い
考
え
は
説
か
れ
て
い
ま
す
。
例
え

ば
「
常
不
軽
菩
薩
品
」
の
常
不
軽
菩
薩
は
出
会
う
人
ご
と
に
「
あ
な
た
を
敬
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
は
必
ず
成
仏
す
る
で
し
ょ
う

か
ら
」
と
言
う
の
で
す
。
こ
の
成
仏
の
根
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
仏
性
に
近
い
も
の
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し

『
法
華
経
』
に
は
仏
性
と
い
う
言
葉
も
そ
の
概
念
も
な
い
。
し
か
し
解
釈
す
る
人
は
、
こ
れ
は
仏
性
が
あ
る
か
ら
と
解
釈
す
れ
ば
、
す

ぐ
納
得
で
き
る
の
で
す
ね
。
実
際
に
道
生
も
『
涅
槃
経
』
の
仏
性
説
を
背
景
に
し
て
『
法
華
経
』
を
解
釈
し
て
い
る
点
が
「
宝
塔
品
」

の
釈
中
に
あ
り
ま
す
。

二
四
五

中
国
仏
教
と
『
法
華
経
』



「
爾
時
仏
前
有
七
宝
塔
至
従
地
踊
出
住
在
空
中
」
と
は
、
そ
れ
人
情
は
理
に
昧
し
。
神
奇
を
も
っ
て
せ
ざ
れ
ば
、
信
を
致
す
こ
と

あ
た
わ
ず
。
因
り
て
茲
に
証
を
顕
わ
さ
ん
と
欲
す
る
が
ゆ
え
に
宝
塔
を
現
ず
。
事
を
も
っ
て
義
を
表
す
。
顕
然
と
し
て
見
る
こ
と

可
な
ら
し
む
。
す
で
に
三
乗
は
こ
れ
一
な
り
と
い
え
ば
、
一
切
の
衆
生
は
こ
れ
仏
な
ら
ざ
る
な
し
、
ま
た
み
な
泥

す
。
泥
と
仏

と
は
始
終
の
間
に
し
て
、
ま
た
な
ん
ぞ
も
っ
て
異
な
ら
ん
。
た
だ
結
使
の
た
め
に
覆
わ
る
る
こ
と
、
塔
潜
在
し
、
あ
る
い
は
下
に
、

地
の
た
め
に
隠
さ
る
る
が
ご
と
し
。
大
明
の
分
、
遂
に
蔽
う
べ
か
ら
ず
し
て
、
必
ず
従
い
て
挺
出
す
る
こ
と
、
塔
の
地
よ
り
涌
き
、

出
ず
る
を
碍
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
が
こ
と
し
。

（『
同
前
書
』
一
三
頁
上
）

経
文
の
意
趣
を
解
釈
し
て
、
人
々
の
こ
こ
ろ
と
い
う
の
は
真
理
に
暗
い
の
で
、
奇
跡
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
し
な
い
と
、
な
か
な

か
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
の
で
、
こ
こ
に
表
そ
う
と
す
る
た
め
に
こ
の
宝
塔
を
出
し
、
具
体
的
な
事
実
を
表
し
て
分
か
ら
そ
う

と
す
る
の
だ
と
言
い
ま
す
。「
三
乗
は
こ
れ
一
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
て
の
人
々
は
皆
仏
で
あ
ろ
う
と
。
こ
れ
は
道
生
の
言
葉
で
す
ね
。

み
ん
な
成
仏
で
き
る
。
衆
生
と
仏
と
い
う
の
は
、
皆
が
仏
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
か
ら
衆
生
と
仏
と
は
異
な
る
こ
と
が
な
い
。

こ
う
い
っ
た
偉
大
な
こ
と
は
、
塔
が
地
面
か
ら
出
て
く
る
よ
う
に
必
ず
顕
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

右
の
文
例
の
中
に
、
一
切
衆
生
は
仏
な
ら
ざ
る
な
く
、
ま
た
す
べ
て
涅
槃
で
あ
る
と
あ
り
、
一
切
衆
生
は
仏
で
あ
り
、
涅
槃
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
い
る
た
め
に
顕
わ
に
な
っ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
ま
す
。『
法
華
経
』
そ
の
も
の
の
解
釈
で
あ
れ
ば
、

一
切
衆
生
が
仏
で
あ
り
、
涅
槃
で
あ
る
根
拠
は
、
一
仏
乗
、
あ
る
い
は
仏
子
と
し
て
の
自
覚
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
道

生
の
解
釈
で
は
そ
れ
が
明
ら
か
で
な
く
、「
但
だ
結
使
（
煩
悩
）
の
た
め
に
覆
わ
る
る
こ
と
」
と
い
う
文
言
か
ら
は
、
む
し
ろ
『
涅
槃

経
』
の
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
一
切
衆
生
が
仏
で
あ
り
、
涅
槃
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
は
道
生
は
、
一
切
衆
生
は
本
来
的
に
は
仏
で
あ
り
涅
槃
で
あ
る
が
、
煩
悩
の
た
め
に
凡
夫
と
い
う
在
り

方
を
取
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
煩
悩
に
覆
わ
れ
た
仏
の
本
性
と
い
う
の
が
仏
性
・
如
来
蔵
の
基
本
的
定
義
で
あ
り
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ま
す
か
ら
、
道
生
の
こ
の
言
葉
は
仏
性
・
如
来
蔵
の
基
本
思
想
を
表
現
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
で

は
、
仏
性
あ
る
い
は
如
来
蔵
の
語
は
一
度
の
使
用
例
も
な
い
の
で
す
が
、
右
の
例
文
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
仏
性
・
如
来
蔵
思
想
を
読
み

込
ん
だ
解
釈
に
な
っ
て
い
ま
す
。
道
生
の
師
で
あ
る
鳩
摩
羅
什
が
仏
性
思
想
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
点
で
あ
り
ま

す
が
、
少
な
く
と
も
今
日
残
る
鳩
摩
羅
什
の
文
献
上
で
は
仏
性
思
想
に
言
及
し
た
も
の
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
道
生
は
仏
性
・

如
来
蔵
の
語
は
使
用
し
て
い
な
い
も
の
の
、
右
の
よ
う
に
『
法
華
経
』
解
釈
に
仏
性
思
想
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。『
涅
槃
経
』
が
最
初
四
一
八
年
に
建
康
で
六
巻
本
と
し
て
翻
訳
さ
れ
た
と
き
に
、
道
生
は
、
経
に
は
一

提
が
成
仏
で
き
な

い
と
書
い
て
あ
る
も
の
を
一

提
も
成
仏
で
き
る
の
だ
と
言
い
、
所
払
い
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
経
験
か
ら
、『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
は
さ

ら
に
直
さ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
四
〇
六
年
の
『
妙
法
華
』
の
翻
訳
の
と
き
に
、
訳
場
で
鳩
摩
羅
什
の
話
を
聞
い
て
『
疏
』
の
文
句
を

つ
く
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
彼
は
廬
山
に
お
い
て
編
集
し
直
し
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
際
に
、
こ

う
い
っ
た
考
え
方
を
付
け
加
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
明
ら
か
に
道
生
は
、『
涅
槃
経
』
の
仏
性
思
想
を
前
提
に
し
て
『
法

華
経
』
を
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
道
生
の
仏
性
説
と
し
て
知
ら
れ
る
の
が
『
仏
性
当
有
論
』
で
あ
り
ま
す
。
当
有
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
あ
る
べ
し
、
で
あ
り

ま
し
て
、
仏
性
が
今
は
な
い
が
将
来
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
仏
性
が
衆
生
に
有
る
と
い
っ
て
も
本
来
的
に
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
将
来
に
成
仏
の
可
能
性
と
し
て
有
る
も
の
で
、
修
行
に
よ
っ
て
初
め
て
実
現
す
る
も
の
だ
と
す
る
説
で
あ
り
ま
す
。
道
生
は

こ
う
い
う
仏
性
当
有
論
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。『
涅
槃
経
』
は
、
み
ん
な
に
本
来
的
に
仏
性
が
あ
る
と
説
く
経
典
で
あ
り
ま
す
が
、

同
時
に
仏
性
と
い
う
の
は
あ
る
と
い
う
だ
け
で
満
足
し
て
は
駄
目
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
修
行
し
な
い
と
仏
に
な
れ
な
い
の
だ
と
書
い

て
あ
る
の
で
す
ね
。
仏
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
仏
で
き
る
保
証
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
修
行
を
し
て
心
を
磨
か
な
け
れ
ば
仏
に
は
な

れ
な
い
と
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
仏
性
と
い
う
の
は
本
来
的
に
あ
る
の
で
本
有
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
す
が
、
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し
か
し
そ
れ
は
現
実
に
現
れ
て
お
ら
ず
、
煩
悩
の
覆
い
に
よ
っ
て
仏
性
の
輝
き
が
皆
晦
ま
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
現
実
に
は
な
い
の
で

す
。
修
行
に
よ
っ
て
そ
の
煩
悩
の
覆
い
を
取
り
払
わ
な
い
と
、
仏
と
い
う
の
は
現
れ
な
い
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
仏
性
と
は
何
な
の

か
。
原
因
で
は
な
く
結
果
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
道
生
は
、
こ
の
記
述
に
よ
り
ま
す
と
、
修
行
し
な
い

と
仏
に
は
な
れ
な
い
と
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
仏
性
と
い
う
も
の
は
、
現
在
な
く
将
来
に
あ
る
の
だ
と
。
そ
れ
は
修
行
が
完
成
し
た

と
き
に
仏
性
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
仏
性
と
い
う
の
は
仏
に
な
る
原
因
で
は
な
く
て
、
仏
の
結
果
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
は
道
生
の
解
釈
で
す
。
道
生
は
当
有
論
と
い
う
こ
と
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
性
は
仏
因
で
は
な
く
て
仏
果
で
あ
る
と

言
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
本
有
論
と
思
え
る
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
文
も
あ
り
ま
し
て
、
両
方
あ
る
の
で
す
。
相
反
す
る
両
説
を
挙

げ
る
と
い
う
の
は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
ま
さ
に
矛
盾
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
読
む
者
は
一

体
ど
っ
ち
だ
と
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
が
道
生
に
と
っ
て
経
典
を
そ
の
ま
ま
読
む
と
言
う
こ
と
で
、
経
典
に
は
ど
っ
ち
に
も

取
れ
る
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
解
釈
も
ど
っ
ち
に
も
取
れ
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
ね
、
お
そ
ら
く
。
本
人
に
と
っ
て
矛
盾
は

な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
後
世
我
々
が
読
む
限
り
、
当
有
論
な
の
か
本
有
論
な
の
か
、
は
っ
き
り
し
て
く
れ
と
言
い
た
い
と
こ

ろ
で
す
。
道
生
は
当
有
論
を
取
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
い
や
違
う
本
有
論
を
取
っ
て
い
る
と
、
い
ま
だ
に
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。

④

仏
寿
の
量
に
対
す
る
解
釈

次
の
問
題
で
す
が
、
仏
身
常
住
と
い
う
『
涅
槃
経
』
の
主
張
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
『
法
華
経
』
で
は
ど
う
か
と
い

う
こ
と
で
す
。『
法
華
経
』
は
「
如
来
寿
量
品
」
で
、
仏
の
寿
量
は
無
量
で
あ
る
と
。
無
量
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、「
五
百
億
塵
点
劫
」

と
い
う
喩
え
を
使
っ
て
表
す
も
の
で
す
。
こ
れ
は
ス
ー
パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
も
計
算
で
き
な
い
よ
う
な
非
常
に
大
き
な
数
で
す
か
ら
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我
々
の
感
覚
か
ら
す
る
と
無
限
で
す
。
し
か
し
そ
れ
を
有
限
な
る
数
で
も
っ
て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
点
で
ま
だ
不
完
全
で
は
な
い
か

と
い
う
考
え
方
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。「
寿
量
品
」
の
説
く
仏
寿
を
無
限
と
解
釈
す
る
か
有
限
と
解
釈
す
る
か
。
道
生
は
『
疏
』
の

寿
量
品
の
釈
で
、

「
寿
量
」
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
れ
上
品
の
奮
迅
、
諸
仏
の
神
通
に
し
て
、
す
な
わ
ち
こ
れ
極
果
な
り
。
極
果
す
で
に
顕
わ
る
れ
ば
、

常
住
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
い
か
ん
。
ま
た
、
し
ば
ら
く
近
情
は
生
を
欣
び
、
死
を
悪
く
む
。
今
、
長
寿
と
い
い
て
、
そ
れ
弥
（
い
よ

い
よ
）、
信
を
敦
く
す
。

（
同
前
、
一
四
頁
中
）

と
あ
っ
て
、
寿
量
は
仏
の
極
果
で
あ
り
、「
常
住
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
い
か
ん
」（
常
住
で
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
）
と
い
っ
て
、
常
住
性
の
顕
わ
れ
で
あ
る
と
し
、
寿
量
無
限
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
こ
の
少
し
後
の
部
分
で
、

今
日
、
長
寿
を
実
と
な
す
に
拠
り
、
も
っ
て
伽
耶
こ
れ
虚
な
る
を
表
す
。
も
し
伽
耶
の
真
な
ら
ざ
る
を
悟
ら
ば
、
ま
た
、
長
寿
の

実
に
あ
ら
ざ
る
を
解
す
。
ゆ
え
に
知
ん
ぬ
、
修
短
は
物
に
あ
り
、
聖
は
常
に
し
て
無
為
な
る
こ
と
を
。

（
同
前
）

と
あ
り
ま
す
。
伽
耶
と
い
う
の
は
、
ボ
ー
ド
ガ
ヤ
ー
で
仏
が
初
め
て
悟
っ
た
場
所
で
す
ね
。
し
か
し
、
こ
の
悟
り
の
場
は
虚
な
る
も
の

で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
要
す
る
に
こ
の
世
で
悟
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
永
遠
に
ず
っ
と
昔
か
ら
悟
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
す
。
寿
量

の
長
短
は
衆
生
の
受
け
取
り
方
で
あ
り
、
仏
は
長
短
を
超
越
し
た
存
在
で
あ
る
と
す
る
の
が
道
生
の
考
え
で
す
。
要
す
る
に
、
寿
命
と

い
う
の
は
現
実
の
寿
命
を
考
え
て
は
い
け
な
い
。
仏
は
こ
う
い
っ
た
寿
命
の
量
と
い
う
も
の
を
超
え
た
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
を
今
日
の

言
葉
で
言
え
ば
無
限
な
の
で
す
。
道
生
は
『
涅
槃
経
』
を
も
っ
て
『
法
華
経
』
を
解
釈
し
て
い
ま
す
が
、
五
百
億
塵
点
劫
の
仏
寿
に
関

し
て
は
例
文
の
冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
「
諸
仏
の
神
通
」
と
し
て
神
通
力
に
よ
っ
て
示
し
た
も
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が

っ
て
、
仏
寿
に
関
し
て
も
道
生
の
解
釈
は
「
無
量
」
と
は
し
な
が
ら
も
、
不
徹
底
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
彼
の
真
意
は
、

寿
命
の
長
短
と
い
う
相
対
的
な
見
方
を
離
れ
る
こ
と
に
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。
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ち
な
み
に
後
の
光
宅
寺
法
雲
は
、
こ
の
寿
命
と
い
う
も
の
は
『
涅
槃
経
』
の
常
住
に
劣
る
も
の
だ
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
く
わ
け
で

す
が
、
そ
れ
を
ま
た
覆
し
た
の
が
天
台
智

で
あ
り
ま
す
。
智

は
『
法
華
経
』
を
至
上
の
経
典
と
し
、『
涅
槃
経
』
よ
り
上
に
置
き

ま
し
た
。
そ
れ
故
に
『
涅
槃
経
』
で
説
か
れ
る
仏
身
常
住
説
も
、
仏
性
説
も
す
で
に
『
法
華
経
』
中
に
説
か
れ
て
い
る
と
主
張
し
ま
し

た
。
三
論
の
吉
蔵
も
同
様
の
主
張
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
な
機
会
に
お
話
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

五
、
お
わ
り
に

さ
て
、
こ
れ
ま
で
「
道
生
の
『
法
華
経
』
解
釈
」
と
い
う
題
で
、
道
生
の
事
蹟
と
彼
の
『
妙
法
華
』
解
釈
と
に
つ
い
て
お
話
し
て
き

ま
し
た
。
彼
の
『
妙
法
華
』
に
対
す
る
注
釈
書
で
あ
る
『
妙
法
蓮
花
経
疏
』
は
、
鳩
摩
羅
什
の
訳
場
に
い
た
道
生
の

で
あ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
羅
什
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
大
変
貴
重
な
資
料
だ
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
今
後
、
こ
の
疏
を
精
査
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
翻
訳
当
時
の
『
妙
法
華
』
解
釈
が
知
ら
れ
、
以
降
の
諸
注
釈
と
の
相
違
点
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
興
味
深
い
と
思
い
ま
す
。

今
回
、『
妙
法
華
』
解
釈
に
「
宗
」、「
三
車
・
四
車
」、「
仏
性
説
と
の
関
わ
り
の
有
無
」、「
仏
寿
の
量
に
対
す
る
解
釈
」
と
い
う
四

つ
の
視
点
を
挙
げ
て
、
道
生
の
解
釈
を
見
て
き
ま
し
た
。
最
後
は
時
間
が
足
り
な
く
な
り
ま
し
て
急
ぎ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
私

の
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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