
　
　
　

i
Q
る
ぼ
に
″
り
で
な
く
、
旋
廻
方
面
加
ら
さ
て
は
佛
旋
の
奥
術
紅
済
祗
會
修

　
　
　

あ
ら
＆
る
部
門
に
互
っ
た
多
彩
さ
に
よ
っ
て
、
北
佛
破
散
の
全
貌
が
巧
み

　
　
　

に
表
昶
さ
れ
て
ゐ
て
、
著
者
の
非
凡
な
努
力
と
博
識
に
敬
意
を
表
せ
ざ
る

　
　
　

を
得
な
け
・
そ
し
て
、

‘
著
者
が
散
團
の
展
開
の
み
ｔ
＊
-
ら
や
ヽ
喘
数
々
理
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　
　
　

ｌ
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

～
一

　
　
　

妾
展
を
１
｀
絶
え
ｔ
ｊ

　
　
　

め
っ
≒
鮮
か
に
把
握
さ
れ
て
行
ぐ
態
度
と
手
際
と
’
狐
は
爺
く
感
服
の
外

　
　
　

は
な
い
。
ひ
。
ら
た
く
云
っ
て
、
支
那
佛
散
史
研
究
の
學
徒
が
必
ず
出
資
ふ

　
　
　

最
大
の
問
題
は
、
散
１
　
史
と
数
理
史
と
を
如
何
に
有
機
的
に
結
び
つ
け
て

　
　
　

行
く
か
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
は
否
著
者
の
學
風
は
、
こ
れ
に
一

　
　
　

つ
の
’
解
答
を
輿
へ
ら
れ
た
も
の
で
ぃ
後
逞
の
學
徒
に
多
Ｉ
、
の
示
唆
を
輿
へ

　
　
　

ら
れ
る
も
の
そ
あ
る
こ
と
・
は
信
じ
て
疑
は
な
い
。

　
　
　

ｉ
な
ほ
、
筆
考
の
Ｉ
言
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
著
者
の
云
は
れ

　
　
　

る
如
く
、
北
魏
に
於
け
る
佛
散
の
あ
の
隆
盛
さ
は
、
佛
教
が
徊
家
か
ら
絶

　
　
　

大
な
保
護
を
受
け
た
ご
と
、
換
言
す
れ
ば
、
由
家
と
佛
散
と
が
完
全
に
Ｉ

　
　
　

致
し
た
こ
と
に
よ
る
社
勿
論
で
は
あ
る
が
、
他
の
一
面
か
ら
考
ふ
れ
ば
、

　
　
　

賞
は
胡
族
國
家
仁
る
北
魏
は
國
家
の
精
紳
的
紐
帯
と
し
て
、
佛
散
を
採
る

　
　
　

べ
く
性
格
づ
け
ら
れ
・
て
ゐ
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
ｏ
卯
ぢ
、
。

　
　
　

胡
族
と
漢
族
と
の
合
作
に
な
る
胡
族
國
家
に
於
て
は
、
質
の
異
っ
仁
雨
種

　
　
　

の
‘民
業
を
結
ぶ
瀧
適
の
精
紳
的
’
紐
帯
は
、
支
那
に
登
生
し
脅
展
し
た
儒
芦
’

　
　
　

道
教
で
は
な
く
て
ぺ
世
界
的
性
格
を
も
っ
佛
散
で
あ
っ
た
こ
と
を
洞
察
す

　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　

Ｚ

　
　
　
　
　
　

を
Ｉ

　

Ｊ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｄ

　
　
　

’
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
’

　
　
　
　
　
　

｀
‐

　
　
　
　

と
も
か
･
J
"
、
本
書
が
支
那
佛
散
史
研
究
’
の
水
準
を
一
段
と
高
め
ら
れ
た

　
　
　

名
著
仁
る
こ
と
に
誰
も
鼻
糞
は
あ
る
ま
い
。
巻
末
に
附
。
さ
良
だ
精
細
な
地
’

　
　
　

圖
・
索
引
・
書
令
に
散
見
す
る
圖
版
は
叉
読
者
を
釜
す
る
と
こ
ろ
紗
く
な

５

　

ミ
い
心

　

｀
‘

　
　
　

～
万
’
¨

　
　
　

ニ

　
　
　
　
　
　

。
ご

　
　

〔
１
　
上
俊
静
〕

　
　
　

宋
代
茶
法
研
究
資
料

　

｀

　

佐
伯

　

富
著

　
　

‘

　
　
　
　
　
　

昭
和
十
六
年
十
月

　
　

東
方
文
化
研
究
蒼
妾
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
六
倍
ｉ
;
　
　
　
ｍ
-
j
K
l
こ
一
頁

　

本
文
九
〇
一
真

　
　
　
　
　
　
　
　

゛
定
價

　

拾
八
圓
～

　
　
　
　
　

Ｉ

　
　
　
　
　
　

ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー

　

■

　

Ｓ

　

茶
法
の
研
究
と
言
へ
ば
、
文
人
趣
味
Ｊ
こ
連
恕
さ
れ
・
る
開
係
か
ら
、
こ
の

’
大
い
刄
る
時
代
に
於
下
は
、
、
諭
り
に
閑
事
業
で
あ
る
か
の
如
く
ヽ
に
考
へ
噫

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

。
然
し
中
國
に
於
い
て
は
、
現
在
に
於
い
て
も
茶
の
有
す
る
意
義
≪
!
ｉ
Ｒ

て
大
で
あ
っ
て
、
茶
商
と
か
茶
賊
と
か
ゞ
、
軍
に
紅
済
界
に
於
て
雄
飛
す

る
の
み
な
ら
す
、
政
治
上
１
　
會
上
或
は
文
化
上
に
於
で
も
重
要
な
る
役
割

を
演
じ
て
居
る
事
は
、
林
語
堂
や
巴
金
の
小
誕
に
よ
っ
て
だ
け
で
び
、
十

分
理
解
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
私
が
杭
州
に
放
し
仁
時
も
、
茶
賊
の
活
躍
の

故
に
、
龍
井
を
訪
れ
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
近
。
世
史
上
に
、
茶
貿
易
が

捲
き
起
し
た
波
瀾
は
、
言
ふ
迄
も
な
い
所
で
あ
ら
う
。
’
少
し
誇
大
な
表
現

が
許
さ
れ
’
る
な
ら
ば
、
茶
法
を
除
外
し
て
中
國
を
聯
る
事
は
出
来
な
い
と

言
へ
よ
う
。
従
っ
て
本
書
が
、
軍
に
學
界
の
み
な
ら
す
、
廣
く
｀
現
代
の
文

化
界
に
着
ら
れ
た
事
は
、
慶
賀
に
堪
へ
ぬ
所
で
、
著
者
及
研
究
所
に
心
よ

’
｛
ソ
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

本
書
に
接
し
て
私
は
先
づ
こ
の
一
大
瓦
珊
‘
に
驚
か
Ｈ
ｂ
れ
記
の
で
あ
っ
I
　
)

が
、
然
も
頁
を
繰
っ
て
行
く
に
っ
れ
、
著
者
の
彿
は
れ
た
努
力
の
大
と
研

　
　

Ｌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
ｒ
ｊ

　

”
、

　

゛

　
　
　
　
　

。

　

／

、
究
の
精
に
驚
嘆
し
、
今
更
乍
ぢ
東
方
文
化
研
究
所
の
篤
學
比
な
き
精
祁
に
Ｉ

打
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
唯
學
を
愛
す
る
事
の
み
を
喜
と
す
る
人
で
な
け

れ
ば
、
何
人
が
か
ぐ
の
如
き
、
’
茅
苦
の
多
い
、
’
‘
そ
し
て
地
味
な
研
究
を
、

完
成
す
る
事
が
ぼ
来
仁
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　

’
。

　

・

｀

　

書
名
の
示
す
様
に
、
港
書
廠
資
料
集
で
あ
る
。
従
っ
て
簑
料
料
集
の
完
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些
が
第
一
に
嬰
求
さ
れ
る
。
而
し
て
こ
の
勁
に
於
て
は
先
づ
遺
憾
が
な
い

様
で
。
文
集
や
地
誌
小
説
に
到
る
迄
、
よ
く
集
め
ら
れ
て
居
る
。
然
も
本

書
の
似
値
は
資
料
の
博
捜
の
黙
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
完
全
に
整

理
し
た
手
腕
に
諮
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
目
次
の
み
で
三
百
鈴
頁
に
わ
た

り
、
此
所
に
全
資
料
の
概
嬰
を
摘
記
し
た
勁
は
言
は
す
も
が
な
で
、
本
文

に
於
て
も
最
初
に
茶
法
總
叙
と
題
し
て
概
説
的
な
も
の
を
輯
録
し
、
以
下

年
代
順
に
全
灸
料
を
配
列
し
て
居
る
。
そ
の
方
法
は
、
一
等
資
料
を
最
初

に
掲
げ
、
以
下
明
盾
の
細
纂
物
に
到
る
迄
丹
念
に
調
査
さ
れ
て
居
る
。
然

も
仝
引
川
文
に
句
諧
を
打
ち
、
誤
字
脱
字
と
思
は
れ
る
も
の
に
は
著
者
の
・

意
見
を
附
し
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
努
苦
の
み
で
も
如
何
ば
か
り
で

か
っ
た
ら
う
か
と
、
胸
に
泌
み
る
思
ひ
で
あ
っ
記
。
こ
の
様
に
、
系
統
的

な
灸
料
整
理
が
完
を
に
行
は
れ
て
居
る
臨
に
、
早
に
茶
法
の
「
研
究
の
津

梁
と
し
て
仰
が
れ
る
」
ば
か
り
で
な
く
、
宋
代
諸
文
献
の
脈
絡
を
知
り
、

そ
の
資
料
價
値
の
批
判
を
行
ふ
上
に
於
て
も
範
を
垂
れ
仁
と
言
ふ
べ
き
で

あ
っ
て
、
、
こ
の
黙
だ
け
ｆ
ｊ
-
≪
ｏ
學
界
に
寄
具
す
る
所
少
か
ら
ざ
る
も
の
炉
あ

　

灸
料
集
り
性
質
と
し
て
望
蜀
の
言
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
先
づ
使
用
し

仁
諸
史
料
の
版
本
を
示
さ
れ
な
か
っ
忙
の
は
如
何
か
と
思
は
れ
る
。
か
ｓ

る
大
著
に
對
し
て
、
總
で
の
版
本
に
依
っ
て
校
勘
を
行
っ
て
欲
し
い
と
は

言
へ
な
い
。
そ
れ
は
必
嬰
に
嘸
じ
て
研
究
者
が
自
ら
行
ふ
べ
き
で
あ
る
。

然
し
著
者
の
利
川
し
た
害
物
の
版
本
を
示
す
事
は
、
本
書
の
性
質
上
常
然

の
義
務
で
ご
あ
る
ま
い
か
。
恐
ら
く
著
者
は
、
最
善
の
版
本
を
利
用
さ
れ

む
の
で
あ
ら
う
か
ら
、
こ
の
必
要
を
。
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
が
、
然
し
現
在
は
最
善
と
-
Ｈ
ａ
ｔ
*
れ
る
も
の
も
、
着
床
よ
り
よ
き
善
本
に

席
を
譲
る
時
が
嘸
い
　
-
ｕ
-
M
i
j
m
へ
な
い
し
、
叉
善
本
を
迦
ぶ
か
噛
行
本
を
ｕ

る
か
も
意
見
の
分
れ
る
所
で
あ
る
。
従
っ
て
如
何
な
る
理
山
が
あ
る
に
し

ろ
、
版
本
を
記
す
事
は
、
読
者
に
對
し
て
親
切
で
あ
る
と
言
へ
よ
う
。
第

二
に
引
川
さ
れ
竹
宋
會
嬰
・
通
鑑
長
編
・
繋
年
要
録
・
雨
朝
糾
日
備
一
Ｊ
ｙ
等

々
の
書
中
に
は
、
現
存
の
永
楽
大
典
に
迄
遡
ｈ
’
得
る
も
の
が
少
く
な
い
。

か
Ａ
る
場
合
は
、
一
咆
そ
こ
ま
で
行
く
事
加
、
よ
り
完
璧
を
期
す
る
所
以

で
は
あ
る
ま
い
か
。
第
三
に
資
料
配
列
の
順
序
が
岡
定
化
さ
れ
て
居
る
が
、

　

一
っ
く
に
就
い
て
言
へ
ば
か
な
り
異
同
が
あ
っ
て
Ｊ
例
へ
ば
宋
介
要
を

引
川
せ
る
玉
海
が
、
徐
松
本
宋
介
要
よ
り
完
登
な
場
合
も
あ
り
得
る
し
、

。
列
博
の
資
料
偵
値
は
必
ず
し
も
本
紀
に
劣
る
と
０
　
み
は
言
へ
な
い
の
で
あ

　

っ
て
見
れ
ば
、
こ
れ
は
弾
力
性
を
も
た
せ
て
、
唐
令
拾
政
に
於
て
試
み
ら

　

れ
竹
縁
な
方
式
を
と
る
の
が
、
よ
り
適
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
最
後

　

に
、
日
録
も
こ
の
様
に
尨
大
と
な
っ
て
は
、
目
・
録
の
目
録
が
緊
要
で
あ
る

　

位
で
あ
る
か
ら
、
登
枝
の
索
引
が
附
さ
れ
て
居
七
な
ら
ば
、
編
年
枝
の
編

　

纂
で
あ
る
だ
け
に
、
よ
り
一
層
有
効
に
活
用
せ
ら
れ
る
か
と
思
ふ
。

　

こ
れ
等
○
注
文
は
文
字
涌
７
ソ
望
蜀
の
言
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ

よ
り
も
私
は
、
本
書
を
絡
き
っ
ｙ
i
襲
は
れ
竹
冥
想
は
、
資
料
主
義
に
對
す

る
色
々
な
感
想
で
あ
っ
た
事
を
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
佐
伯
氏
の
優
れ

竹
る
史
限
は
、
茶
商
軍
・
皇
城
使
・
鵬
州
腹
置
開
題
等
に
よ
っ
て
常
々
敬

服
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
於
て
は
氏
の
慧
敏
な
る
着
限
、
鏡
利

な
る
判
断
に
接
し
得
な
か
っ
た
様
に
思
ふ
。
況
や
「
王
安
石
」
に
示
さ
れ

■
Ｖ
-
様
な
祀
會
と
人
間
に
脳
れ
北
温
み
を
見
出
し
得
な
い
の
は
、
一
に
本
書

の
性
質
に
よ
る
の
で
あ
る
。
茶
法
に
就
い
て
言
ふ
な
ら
ば
、
茶
法
そ
の
も

の
の
研
究
が
迦
ま
な
け
れ
ば
資
料
集
も
出
床
上
ら
な
い
は
キ
で
あ
っ
て
、

甕
料
集
も
研
究
の
進
度
に
っ
れ
て
泊
ら
俺
化
を
来
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

で
は
ど
の
程
度
の
範
相
を
刄
て
、
雀
蕎
研
究
ｍ
斜
-
Ｖ
す
る
か
は
、
儀
箇
澱
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生
す
る
葦
地
を
残
し
て
居
る
。
‘

得
ず
、
池
賊
ど
切
離
し
て
茶
賊

例
へ
’
ば
、
三
司
を
離
れ
て
茶
場
司
を
論
じ

小
考
へ
ら
れ
犬
諸
椎
法
と
別
に
蒼
椀
が

あ
る
わ
け
は
な
い
が
、
さ
れ
ば
と
て
三
司
や
流
賊
被
法
な
ど
の
一
般
的
資

餌
を
も
ヽ
本
書
に
加
へ
が
事
は
ぼ
漸
ぬ
・
網
０
　
日
の
様
な
聯
関
か
を
有
す

る
事
を
考
へ
れ
ば
、
資
料
集
は
完
璧
を
期
し
得
な
い
と
言
ふ
凛
も
出
家
、

更
に
頼
言
す
れ
ば
、
資
料
集
が
存
貧
す
る
價
値
瀬
ｂ
や
否
や
と
言
ふ
疑
問

に
迄
疲
朕
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
　
０

　

こ
ん
な
１
　
暴
な
議
論
を
此
所
に
試
み
る
事
は
、
こ
の
名
著
に
對
し
て
は

雷
を
得
な
い
事
＊
？
の
で
あ
る
が
、
資
料
集
ば
か
ｈ
’
が
汎
濫
し
て
罠
の
歴
史

書
に
乏
し
い
中
國
に
あ
る
筆
者
が
、
日
々
行
き
あ
に
つ
て
居
る
同
題
―

資
料
主
義
に
對
す
る
疑
惑
に
又
も
捕
は
μ
Ｉ
る
ま
う
に
、
此
所
に
附
記
し

た
訓
な
の
で
あ
る
。
佐
伯
氏
が
、
こ
の
餐
料
を
。
中
心
と
し
て
多
数
の
名
著

を
登
表
さ
れ
る
事
を
信
じ
、
私
の
暴
論
が
雲
消
霧
散
す
る
日
の
近
き
事
を

所
っ
て
摺
車
す
る
ｏ

.
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
今
福
誠
二
〕

　
　

大
唐
西
域
記
９
研
究

　

上
薗

　
　

足
立
喜
六
著

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
七
年
十
二
月

　

洙
蔵
館
登
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ
Ｘ
Ａ
５
判
五
七
五
頁

　

定
價

　

拾
貳
圓

　

大
唐
西
域
記
は
、
求
法
信
玄
非
三
蔵
が
、
貞
数
三
年
秋
八
月
長
安
を
出

て
、
同
十
九
年
春
正
月
西
京
に
入
る
ま
で
、
西
域
印
度
を
踏
破
せ
る
際
の
、

一
の
見
聞
据
ご
Ｉ
紀
行
と
い
り
意
味
で
は
な
く
て
、
見
謝
し
た
諸
皿
の
事
情

を
録
し
仁
も
の
、
印
も
地
志
―
に
し
て
"
Ｅ
二
十
年
七
片
瀞
献
せ
る
撰
逍

な
る
は
、
人
の
ま
く
知
る
所
で
あ
る
。

　

本
書
の
研
究
は
、
十
九
世
紀
後
牛
に
、
西
洋
の
學
者
に
よ
っ
て
開
始
さ

れ
、
Ｓ
t
ａ
ｎ
ｉ
ｓ
ｌ
ａ
ｆ
　
Ｊ
ｕ
l
i
e
n
｡
　
Ｓ
ａ
ｍ
ｕ
a
l
　
Ｂ
ｅ
ａ
ｌ
.
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
ａ
ｓ
　
Ｗ
ａ
ｆ
ｌ
＾
ｒ
ｓ
諸
氏
が

夫
ｔ
傅
課
を
出
し
た
外
、
部
分
的
な
研
究
報
告
も
亦
多
き
を
蓼
す
る
。
他

方
此
の
地
方
の
賀
地
踏
査
も
迦
め
ら
れ
、
古
地
環
・
否
文
化
に
開
す
る
知
。

気
仙
大
い
に
登
屡
し
μ
。

　

我
國
に
於
い
で
も
、
八
。
町
治
四
十
四
年
七
月
、
京
都
帝
國
大
學
文
科
大
學

は
、
’
高
麗
本
を
底
本
と
し
、
宋
明
薮
本
・
本
邦
古
寫
本
’
・
薔
校
訂
本
４
瀧
。

を
用
ひ
た
る
校
訂
本
を
出
し
、
大
正
元
年
、
堀
謙
徳
氏
は
、
’
前
記
西
乖
學

屠
の
研
究
を
參
考
す
る
と
共
に
、
此
等
西
洋
翠
者
に
快
け
て
『
ゐ
た
、
佛
教

學
知
識
も
躯
使
。
し
て
べ
解
説
西
域
記
守
を
出
し
、
夫
々
學
界
を
神
益
す
る

所
が
あ
っ
む
。
・
』
此
の
二
者
は
西
域
記
研
究
史
上
不
滅
の
功
績
を
残
し
ｔ
も

の
で
あ
占
ヽ
其
。
の
も
大
正
疆
齢
は
ヽ
前
者
の
校
訂
を
更
に
一
が
進
め
た
に
が
、

今
に
及
ん
’
で
は
、
何
れ
も
容
易
に
青
年
學
徒
の
手
に
は
入
り
蕪
い
の
で
あ
‘

　

然
る
に
最
近
、
足
立
喜
六
氏
「
大
法
匹
埼
記
の
研
究
」
を
刊
行
せ
ら
れ
、

共
の
「
ぬ
義
を
簡
明
正
確
に
直
解
し
て
、
特
に
其
の
地
理
的
開
係
を
考
へ
、

以
っ
て
ぶ
奘
の
旅
行
の
鋸
和
を
閑
明
せ
ん
」
と
せ
ら
れ
た
ｏ
此
の
本
の
大

豊
の
穀
裁
社
、
Ｗ
ａ
.
ｔ
ｅ
ｒ
ｉ
氏
以
来
の
誕
明
法
に
則
り
、
倦
ご
か
ら
窄
七
に

至
る
各
俗
の
、
一
國
の
記
事
を
Ｉ
。
章
と
し
、
其
の
内
容
多
岐
I
)
頁
る
時
は
、

班
に
此
を
小
節
に
分
っ
て
標
題
を
附
し
、
各
章
節
は
、
①
句
蹟
返
鮎
を
附

し
だ
る
本
文
、
②
訓
み
下
し
文
、
・
③
此
が
説
明
考
誼
を
載
せ
。
て
恥
る
ｏ
但
・

し
濁
は
除
か
れ
て
力
る
章
節
も
あ
～
）
。

　
　
　
　
　
　
　

”
づ

　

今
そ
の
金
鼓
を
通
蹟
す
る
に
、
’
著
者
の
腎
心
の
跡
雁
然
仁
る
も
切
あ
る

を
見
る
。
而
も
吾
人
は
そ
こ
に
幾
多
の
不
満
な
き
を
得
な
い
。
以
下
率
直

　
　
　

～

　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

Ｉ

　
　
　
　
　

ｒ

に
私
見
を
述
ぶ
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　

第
一
本
文
印
取
扱
方
に
つ
い
て
の
著
者
の
痍
度
は
、
大
學
校
訂
本
が
、

但
諸
本
の
異
同
を
列
皐
す
る
の
み
に
し
て
、
「
軌
の
誰
本
を
以
つ
て
疋
常
と

覚
む
。
べ
き
か
を
研
究
」
す
る
市
は
後
冰
の
例
題
と
し
て
践
し
て
ゐ
る
と
心
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