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佛
敷
の
経
血
ハ
に
は
経
ご
律
ご
論
こ
の
三
部
門
が
あ
り
○
中
に
就
き
論
ご
は
一
般
に
佛
弟
子
の

佛
説
を
粗
述
部
駕
し
た
る
も
の
を
い
ひ
、
経
ε
律
ご
は
黒
焦
か
ら
の
説
け
る
所
ε
飛
せ
ら
る
、
の

で
あ
る
、
経
は
叉
之
を
法
こ
も
い
ひ
、
佛
毅
の
激
二
二
ち
敢
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
律
ご
は
叉

戒
こ
も
名
づ
け
ら
れ
、
俗
諺
の
規
程
で
、
宛
も
學
稜
敢
育
に
於
け
る
二
六
ご
相
似
た
も
の
で
あ
る
。

郎
ち
信
團
生
活
を
な
さ
ん
ご
す
る
も
の
に
勘
し
、
あ
る
ま
じ
き
行
爲
を
取
締
る
親
則
で
あ
り
。
　
律

ビ
は
即
ち
≦
舜
峯
の
諜
で
あ
）
、
こ
れ
は
英
語
の
　
α
協
。
。
9
℃
蕾
。
を
意
義
し
、
戒
ご
は
。
・
砂
冨
で
、
英
語
の

冨
げ
5
ρ
韓
○
β
又
は
筥
。
邑
嘆
p
＆
8
の
義
で
あ
る
。
此
瓢
か
ら
し
て
戒
は
西
洋
の
道
徳
ヨ
。
養
ご
ω
寮
。

ε
其
語
源
を
同
じ
く
す
る
の
で
あ
る
○
で
佛
敢
に
い
ふ
法
律
ご
は
現
時
世
人
の
所
謂
法
律
ε
は

全
然
其
意
義
を
異
に
す
る
も
の
た
る
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
諏
。

　
斯
く
戒
律
は
僧
團
修
行
者
ζ
封
ず
る
警
守
の
規
程
に
過
ぎ
す
ご
す
れ
ば
、
了
知
主
義
の
激
育
か
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ら
見
れ
ば
修
行
者
に
取
っ
て
第
二
次
的
の
も
の
こ
も
い
は
れ
得
る
が
、
撃
墜
は
元
耳
芝
激
で
あ
り
、

實
際
的
の
も
の
で
あ
り
、
入
格
を
陶
冶
し
佛
格
に
到
蓬
せ
し
め
ご
ん
す
る
を
究
覧
の
目
的
こ
な
す

の
で
あ
る
か
ら
、
戒
律
は
智
慧
ご
共
に
並
び
…
進
む
べ
き
も
の
ご
な
す
の
み
な
ら
す
，
或
黙
か
ら
し
て

は
寧
・
ろ
智
慧
の
根
本
こ
も
見
微
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
○
で
長
阿
世
纒
（
憲
十
五
種
徳
経
）
に
も
「
戒

あ
ら
ば
則
ち
慧
あ
り
、
慧
あ
ら
ば
姻
ち
戒
あ
b
。
　
戒
能
く
慧
を
浮
く
し
、
慧
能
く
戒
を
浮
く
す
。
　
入

の
手
を
洗
ふ
が
如
き
左
右
相
七
つ
、
左
能
く
右
を
浮
く
し
、
右
能
く
左
を
浮
く
す
、
戒
の
慧
に
於
け
る

自
国
の
如
し
」
ご
説
き
、
而
し
て
絡
り
に
、
「
戒
慧
具
す
る
を
我
は
説
き
て
．
比
丘
ご
名
づ
く
」
ご
も
い
ふ
。

こ
れ
は
戒
慧
爾
者
の
佛
敏
修
行
者
に
あ
っ
て
は
、
共
に
重
要
に
し
て
偏
腰
す
べ
か
ら
ざ
る
を
述
べ

た
の
で
あ
る
が
、
更
ら
に
雑
阿
含
経
（
憲
寒
入
に
）
至
っ
て
は
爾
ほ
一
歩
を
進
め
．
破
戒
を
以
て
の
故
に

所
依
減
退
、
心
機
曝
せ
す
．
心
樂
住
せ
ざ
る
が
故
に
｛
叔
静
三
昧
、
如
實
知
見
、
厭
離
々
欲
．
解
脆
を
失
ひ
、
覧

に
浬
繋
を
得
る
こ
ε
能
は
す
、
讐
へ
ば
樹
根
の
馨
し
て
は
、
枝
葉
華
果
悉
く
成
熟
…
せ
ざ
る
が
如
く
、
犯

戒
の
比
丘
も
亦
卒
然
り
」
ご
明
言
し
て
め
る
。
而
し
て
此
思
想
は
大
乗
の
起
る
に
至
っ
て
も
秋
毫

異
な
ら
ぬ
。
大
智
度
論
（
省
二
十
二
）
に
は
之
を
説
い
て
い
ふ
「
大
地
一
切
萬
物
有
形
の
類
は
皆
地
に

依
っ
て
住
す
、
戒
馬
飛
の
如
し
。
　
戒
は
一
切
普
法
の
住
慮
な
り
』
ご
、
又
写
に
次
ぎ
て
は
「
足
な
く
し
て

行
か
ん
ご
欲
し
、
翅
な
く
し
て
飛
ば
ん
ご
欲
し
、
船
な
く
し
て
渡
ら
ん
ご
欲
す
る
敦
、
、
是
れ
は
得
べ
か

　
　
　
　
戒
律
よ
り
見
六
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佛
教
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徳
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ら
す
。
戒
な
く
し
て
好
果
を
得
ん
ご
欲
す
る
亦
是
の
如
し
ゆ
戒
を
棄
て
ば
如
何
に
苦
行
す
ご
も
，

是
れ
禽
鰍
ご
異
な
る
こ
ご
な
し
ご
も
い
ふ
。
戒
律
の
古
代
佛
激
的
に
あ
り
て
如
何
に
重
要
の
も

の
と
見
徹
さ
れ
し
か
は
、
略
之
に
よ
っ
て
知
り
得
る
の
で
あ
る
○

　
然
ら
ば
蔓
質
の
戒
律
な
る
も
の
は
抑
も
如
何
に
し
て
成
立
さ
る
に
至
っ
た
か
。
佛
激
の
戒
律

は
今
日
學
校
の
學
則
の
如
く
、
雰
法
者
の
毘
つ
る
以
前
、
豫
め
其
場
合
を
假
諭
し
、
之
に
癒
す
べ
き
を

作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
實
際
上
の
訓
誠
が
次
第
に
積
臆
し
途
に
今
日
傳
は
る
如
き
形
を
な
す
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
元
來
佛
激
の
僧
團
の
始
め
て
組
織
せ
ら
る
、
に
當
っ
て
は
、
勿
論
何
等
戒
律

ご
し
て
認
む
べ
き
も
の
も
な
か
っ
た
。
佛
激
の
成
立
し
だ
最
初
、
妄
説
を
聴
き
喜
ん
で
入
門
せ
ん

ご
欲
し
た
も
の
は
、
極
め
て
特
志
者
で
あ
り
、
既
に
田
家
の
生
活
を
邊
っ
て
居
た
も
の
か
、
若
く
は
比

較
的
上
流
の
有
識
階
級
で
あ
っ
た
、
で
膚
か
ら
非
法
の
虚
血
を
な
す
も
の
も
な
か
っ
だ
ら
し
い
。

所
が
佛
敏
が
次
第
に
盛
こ
な
り
、
名
聞
静
養
共
に
佛
門
に
露
す
る
に
至
つ
ヂ
、
や
、
証
會
各
種
の
人
間

が
、
各
種
の
動
機
か
ら
し
て
之
に
焼
亡
る
や
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
中
に
は
眞
に
佛
道
を
修
行

し
、
之
に
よ
っ
て
解
脱
を
得
ん
ご
欲
す
．
る
も
の
も
な
い
で
は
な
か
つ
元
が
、
動
も
す
れ
ば
輩
に
名
春

の
爲
め
に
出
家
す
る
も
の
も
あ
り
。
甚
だ
し
き
は
生
活
の
安
定
を
得
る
．
ρ
短
め
佛
門
に
入
る
も

の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
諸
種
離
多
の
人
間
が
信
團
内
に
混
居
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
自
然



463

其
賑
に
は
信
侶
に
あ
る
ま
じ
き
非
法
の
行
を
な
す
も
の
も
生
じ
來
つ
た
の
は
亦
止
む
を
得
な
い
。

而
し
て
斯
か
る
非
法
の
行
を
な
す
も
の
、
生
す
る
に
至
っ
て
は
、
「
面
に
は
其
馬
入
が
佛
毅
本
來

の
目
的
を
達
す
る
を
得
な
い
の
み
な
ら
す
、
他
面
に
は
又
二
曲
の
非
議
を
受
け
、
憺
團
の
信
用
を
害

す
る
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
で
佛
は
其
時
々
に
非
法
者
を
訓
誠
し
、
今
後
再
び
斯
か
る

非
法
の
行
爲
を
な
さ
い
る
や
う
之
を
禁
止
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
此
の
如
き
岡
岬
が
歳
月
の
経

過
ご
共
に
次
第
に
積
落
し
て
、
今
日
傳
ふ
る
戒
律
ε
な
っ
た
、
（
勿
論
今
戸
傳
ふ
る
斯
の
戒
律
は
、
佛
以

後
増
補
整
理
せ
ら
れ
だ
も
の
で
は
あ
る
が
、
其
最
も
主
下
る
も
の
は
、
佛
時
代
既
に
敢
團
内
に
行
は

れ
て
居
た
も
の
ε
見
て
差
支
な
い
。
）
で
十
・
諦
律
（
懇
三
十
・
三
）
に
も
之
を
説
き
【
筆
画
へ
ば
大
海
の
漸
に

深
贋
な
る
が
如
く
、
佛
法
亦
次
第
に
結
戒
し
、
次
第
に
立
制
す
」
こ
い
っ
て
あ
る
。

　
絶
壁
に
於
け
る
戒
律
制
定
の
三
里
が
既
に
上
述
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
其
結
果
次
の
諸
黙
は
吾

入
の
豫
め
注
意
を
要
す
る
の
で
あ
る
Q
師
ち
第
一
に
は
佛
敷
戒
律
は
時
に
随
っ
て
憂
化
的
の
性

贋
を
有
し
、
決
し
て
時
虎
を
問
は
す
一
定
不
憂
の
も
の
で
は
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
元
來
、
戒
律
は
前

に
述
べ
た
や
う
に
唄
事
件
の
起
る
に
随
ひ
之
を
適
宜
に
訓
堕
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
其
後
更
ら
に

何
等
か
の
不
都
合
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
次
第
に
或
は
其
除
外
例
を
設
け
或
は
其
一
部
分
を
獲
更

し
、
或
は
其
細
則
を
増
襯
す
る
の
は
、
實
二
上
止
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
　
例
へ
ば
佛
鍛
で
は
別
衆

　
　
　
　
戒
律
よ
り
見
れ
ろ
佛
教
の
道
徳
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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食
を
禁
ず
る
ε
い
ふ
こ
ご
が
あ
る
。
別
置
食
ご
は
儒
團
の
剛
部
の
も
の
が
、
他
の
大
衆
ご
別
に
食

事
を
取
る
こ
ご
を
い
ふ
。
傭
團
内
の
も
の
は
共
同
生
活
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
．
托
鉢
の
時
に
も

大
衆
一
同
共
に
市
内
を
巡
行
す
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
一
部
の
も
の
が
特
に
大
衆
に
先
ち
托
鉢

に
出
づ
こ
す
れ
ば
、
籐
の
大
衆
は
或
は
三
食
の
み
を
得
、
或
は
全
く
食
を
得
ざ
る
如
き
場
合
が
な
い

ご
も
限
ら
澱
。
又
聞
の
如
き
こ
ご
が
慣
習
こ
な
る
ご
、
自
∵
然
一
味
和
合
の
信
託
内
に
蕪
を
結
び
、
途

に
は
信
望
の
分
裂
を
堕
す
に
至
る
恐
が
な
い
で
も
な
い
○
　
で
信
團
で
は
別
衆
食
を
禁
止
す
る
こ

ご
～
な
っ
た
の
で
あ
る
。
所
が
比
丘
が
病
に
罹
り
、
信
者
が
之
を
慰
み
特
に
之
を
請
じ
食
を
輿
へ

ん
ざ
し
て
も
、
此
禁
戒
が
あ
れ
ば
之
を
講
ず
る
こ
ε
が
出
罪
な
い
。
又
甥
あ
っ
て
遠
國
に
族
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
か
ら
、
大
衆
ご
共
に
託
解
す
る
暇
が
な
い
こ
か
，
或
は
時
間
を
早
く
し
食
事

を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
場
合
に
も
或
は
叉
僧
侶
が
多
数
相
集
ま
り
信
者
も
到
底
一
時
に
彼
等

に
供
養
す
る
を
得
な
い
等
の
場
合
に
も
、
別
測
量
の
禁
戒
が
あ
っ
て
は
甚
だ
し
く
不
都
含
を
來
す

こ
ご
、
な
る
で
此
等
不
都
合
の
生
じ
來
つ
た
場
合
に
は
、
其
都
度
之
を
以
て
除
外
例
こ
な
し
、
元
則

は
依
然
こ
し
て
存
饗
す
る
が
、
次
第
に
除
外
例
が
多
く
設
け
ら
れ
、
適
宜
に
之
を
癒
帯
し
だ
も
の
で

あ
る
。

　
次
に
今
日
傳
は
る
戒
律
の
悉
く
が
佛
時
代
に
成
れ
る
も
の
で
な
い
こ
ご
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
佛
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時
代
か
ら
佛
滅
後
数
百
年
の
間
に
次
第
に
積
集
増
補
せ
ら
れ
現
在
の
形
を
成
し
た
の
で
あ
る
が
，

愚
管
騎
馬
か
ら
佛
弟
子
に
よ
っ
て
は
殆
ん
ご
不
量
的
の
も
の
こ
見
倣
さ
れ
．
そ
れ
が
爲
め
諸
種
の

不
都
合
を
生
、
じ
來
つ
た
の
み
な
ら
す
、
元
摩
が
積
集
的
の
も
の
で
あ
り
、
幸
か
不
幸
か
未
だ
曾
て
根

本
的
に
整
理
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
此
甚
だ
し
く
不
整
頓
の
黙
が
な
い
で
は
な
い
。

特
に
耐
會
思
想
の
半
時
ご
著
し
く
墾
化
し
た
今
日
か
ら
見
れ
ば
、
不
合
理
ご
考
へ
ら
る
、
瓢
す
ら

も
往
々
に
し
て
存
す
る
の
で
あ
る
。
古
代
印
度
に
於
て
は
世
界
何
れ
の
下
土
に
も
見
ら
る
、
如

く
男
女
爾
性
間
に
幾
分
の
不
幸
等
の
待
遇
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
。
悪
く
い
へ
ば
男
奪
女
卑
で

あ
り
。
善
く
い
へ
ば
特
に
女
性
を
保
護
し
た
ご
見
ら
る
べ
き
黙
も
な
い
で
は
な
い
。
で
同
一
罪

悪
を
犯
し
た
も
の
で
も
、
男
性
に
は
輕
く
女
性
に
は
重
く
罰
す
る
や
う
な
こ
ご
が
あ
る
。
戒
律
に

於
て
は
波
羅
夷
（
慧
慈
謡
（
ρ
）
ご
欝
す
る
罪
が
最
も
重
大
な
る
も
の
ε
認
め
ら
れ
、
之
を
犯
せ
ば
破
門

の
嚴
罰
を
受
く
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
決
羅
夷
罪
は
男
性
に
は
四
種
、
女
性
に
は
其
倍
の
八
種

ε
な
っ
て
居
る
。
男
女
共
通
の
四
種
の
外
の
四
は
、
女
性
に
は
波
羅
夷
を
構
成
す
ご
す
る
に
關
は

ら
す
、
男
性
に
は
櫓
残
　
（
ω
乙
甲
監
闘
ω
・
珍
）
ご
心
誤
す
る
制
裁
が
與
え
ら
る
、
、
こ
れ
は
破
門
に
次
ぐ
重
罪

罪
で
は
あ
る
が
、
之
を
犯
し
て
も
、
破
門
の
極
刑
を
科
せ
ら
る
、
に
は
至
ら
な
い
。
　
叉
そ
の
僑
残
な

る
も
男
性
に
は
十
一
二
種
列
下
せ
ら
る
、
が
、
女
性
に
は
十
・
七
乃
至
十
九
種
に
楡
燗
口
番
せ
ら
れ
．
て
居
る
。

　
　
　
　
或
律
よ
り
見
表
ゐ
佛
敏
の
甦
徳
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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此
等
は
今
日
の
思
想
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
不
合
理
8
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
が
こ
れ
は
男
女

爾
性
に
体
す
る
時
代
思
想
の
鍵
化
に
基
づ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ら
す
し
も
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
が
、

如
何
な
る
時
代
に
於
て
も
、
又
男
女
爾
性
に
封
ず
る
思
想
が
如
何
に
異
な
っ
て
居
た
ビ
し
て
も
、
男

女
爾
性
問
何
等
隅
田
の
理
由
な
き
も
の
に
し
て
、
爾
ほ
且
つ
現
在
の
戒
律
に
あ
り
て
は
、
一
に
は
罪

過
と
見
倣
さ
れ
、
他
に
は
之
を
敏
く
の
が
あ
る
。
例
之
へ
ば
早
食
蒜
戒
の
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
は

比
丘
尼
に
の
み
あ
う
て
比
丘
に
は
な
い
。
是
れ
も
全
然
鳩
山
の
な
い
こ
ご
で
あ
る
。
が
前
に
も

一
言
し
た
如
く
戒
律
は
事
の
起
る
に
随
ひ
之
を
禁
じ
た
の
で
あ
り
、
第
一
結
集
の
時
に
は
成
る
べ

く
佛
時
代
に
行
は
れ
所
を
其
儘
に
編
纂
し
た
の
で
あ
る
か
ら
，
偶
々
男
女
爾
性
の
何
れ
か
一
方
に

生
じ
、
他
に
生
ぜ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
前
者
に
は
其
禁
戒
が
制
定
せ
ら
れ
、
後
者
に
は
全
く
之
を
敏

く
や
う
に
な
っ
た
こ
ご
、
思
は
れ
る
。
而
し
て
戒
律
は
後
世
各
派
に
よ
っ
て
多
少
づ
、
部
分
的

に
増
補
整
頓
せ
ら
れ
た
け
れ
ざ
も
、
大
衆
思
想
の
成
熟
す
る
に
至
る
ま
で
は
、
未
だ
そ
の
全
騰
に
逓

じ
、
根
本
的
に
之
を
整
理
改
造
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
、
諸
種
の
黙
に
於
て
不
整
頓
不
合
理
の

挑
を
免
れ
澱
の
で
あ
る
。
が
又
其
不
整
頓
の
儘
に
今
日
に
迄
保
存
せ
ら
れ
た
が
爲
め
、
吾
人
は
数

百
千
年
半
後
に
あ
っ
て
、
省
ほ
能
く
古
代
剛
堅
の
朕
態
を
も
知
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
學
術
的

に
は
極
め
て
有
釜
に
し
て
興
昧
あ
る
こ
ご
、
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
鍛
。
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爾
ほ
現
時
傳
は
つ
て
居
る
戒
律
の
書
に
就
き
＝
嘉
し
て
鳴
く
。

　
古
代
印
度
に
は
、
戒
律
を
記
述
し
た
書
も
各
派
に
よ
っ
て
多
少
相
違
し
、
諸
種
の
青
本
な
る
も
の

が
あ
っ
た
ら
し
い
。
支
那
で
は
常
に
五
部
の
律
ざ
虚
し
、
律
に
は
五
種
あ
っ
た
ご
い
ひ
、
し
か
し
其

許
の
一
は
支
那
に
傳
諜
せ
ら
れ
な
か
つ
淀
か
ら
、
現
在
で
は
四
部
の
律
し
か
存
せ
な
い
。
　
所
謂
四

部
の
律
ご
は
佛
敷
の
小
乗
二
十
涙
ご
欝
す
る
中
、
大
衆
部
に
傳
ふ
る
所
の
摩
湯
島
祇
（
大
衆
）
律
ご
「

切
有
部
の
十
訥
律
や
、
一
切
有
部
晩
奈
耶
等
ご
、
化
地
部
に
属
す
る
五
分
律
ご
、
而
し
て
法
藏
部
に
属

す
る
四
分
律
ご
で
あ
る
。
而
し
て
此
外
南
方
諸
國
に
傳
ふ
る
所
は
上
座
部
の
律
で
あ
る
。
上
座

部
の
律
も
嘗
て
支
那
に
は
其
異
本
が
翻
課
せ
ら
れ
た
が
、
後
に
は
傳
は
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

佛
敦
も
後
世
次
第
に
分
派
が
生
じ
來
）
、
経
や
律
に
於
て
も
多
少
の
修
正
増
補
を
な
し
た
の
で
あ

る
か
ら
、
戒
律
も
恐
ら
く
唯
心
五
部
の
み
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
ご
思
ふ
、
が
各
面
の
魁
會
に

於
け
る
勢
力
の
戸
長
に
随
ひ
、
そ
の
経
律
ご
或
は
沸
し
或
は
亡
ぶ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
現

存
す
る
此
等
の
律
に
就
い
て
之
を
見
れ
ば
、
何
れ
も
多
小
の
墾
異
が
あ
り
全
く
同
一
な
る
も
の
は

な
い
、
特
に
四
分
律
に
は
他
に
未
だ
曾
て
顯
は
れ
な
い
立
項
の
加
は
つ
な
も
の
が
あ
る
、
（
衆
學
法
中

　
　
　
　
戒
律
よ
り
見
六
る
佛
数
の
遁
徳
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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敬
塔
、
行
路
の
二
項
㌔
、
こ
れ
は
恐
ら
く
此
派
だ
け
の
主
張
に
よ
っ
て
増
補
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
◎

又
同
一
派
に
凝
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
時
代
に
よ
っ
て
は
必
ら
す
し
も
一
襟
で
な
い
、
例
之
へ
ば

均
し
く
一
切
有
部
に
薦
す
る
十
諦
律
ご
一
切
有
部
聖
子
耶
ご
の
如
く
で
あ
る
、
こ
れ
も
恐
ら
く
其

製
作
時
代
の
前
後
に
よ
っ
て
墾
異
を
來
し
た
の
で
あ
ら
う
。

　
戒
数
に
就
い
て
は
普
通
比
丘
の
二
百
五
十
戒
、
比
丘
尼
の
三
百
五
十
戒
ご
い
ふ
が
、
是
れ
は
後
世

支
那
に
於
て
專
ら
行
は
れ
た
四
分
律
の
暴
ぐ
る
所
に
よ
っ
て
其
大
数
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
（
詳

し
く
い
へ
ば
四
分
律
に
於
て
は
、
比
丘
に
二
百
五
ナ
戒
、
比
丘
尼
に
三
百
四
十
入
戒
を
暴
げ
る
。
）
し

か
し
戒
数
は
各
派
の
律
に
よ
っ
て
頗
る
異
な
る
所
が
あ
る
り
今
畠
中
最
少
の
も
の
こ
最
多
の
も

の
ご
を
比
較
す
れ
ば
、
比
丘
戒
に
あ
っ
て
は
、
最
少
の
が
僑
勲
賞
の
二
百
十
八
戒
に
鋼
し
、
最
多
の
は

忌
詞
の
二
百
六
十
四
戒
で
、
此
間
約
五
十
戒
の
愛
異
が
あ
る
。
比
丘
尼
戒
に
あ
っ
て
は
最
少
が
同

じ
く
心
嚢
律
の
二
百
九
十
戒
で
、
最
多
は
五
分
律
の
三
百
七
ナ
戒
、
此
間
入
十
戒
の
相
違
が
あ
る
。

又
同
じ
く
有
部
の
戒
に
あ
っ
て
も
有
部
蹴
面
出
ご
十
謙
ご
の
聞
に
は
頗
る
大
な
る
異
同
が
あ
る
。

即
ち
比
丘
戒
で
は
、
砒
奈
耶
は
二
百
四
十
六
戒
を
墨
げ
た
る
に
画
し
、
十
西
盛
は
二
百
五
十
七
戒
で

あ
り
、
此
に
は
僅
か
に
十
一
戒
の
愛
異
に
過
ぎ
な
い
が
、
比
丘
尼
に
あ
っ
て
は
、
既
奈
耶
の
二
百
五
十

三
に
熱
し
、
十
論
は
三
百
五
十
五
を
算
し
、
此
間
百
戒
以
上
の
相
違
が
あ
る
○
　
如
何
に
各
回
の
間
鍵
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異
の
太
甚
し
き
か
は
之
に
よ
っ
て
も
其
一
斑
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
○
但
虚
数
に
於
け
る
大
な

る
下
下
は
、
必
ら
す
し
も
之
に
相
癒
し
た
る
内
容
の
獲
異
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
増
補
愛
更
せ

ら
る
、
こ
こ
ろ
、
各
派
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
其
多
く
は
二
二
開
合
の
如
何
に
あ

る
の
で
あ
る
、
例
之
へ
ば
諸
種
の
類
似
の
事
項
を
各
別
の
條
交
ご
な
し
た
の
こ
、
之
を
綜
合
し
て
一

條
中
に
認
め
た
ご
い
ふ
や
プ
フ
な
蓮
で
あ
り
、
其
内
容
に
於
て
は
比
較
的
墾
異
が
少
い
の
で
あ
る
。

但
何
れ
の
律
も
全
然
同
一
で
な
い
こ
ご
は
言
ふ
迄
も
な
い
。

　
樹
ほ
此
に
小
乗
の
戒
律
を
説
く
に
．
謙
り
て
豫
め
＝
面
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
濾
の
は
、
彼
等

は
何
れ
も
吾
人
の
身
、
口
の
業
に
下
す
る
も
の
、
み
で
あ
る
こ
ご
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
π
如
く

佛
激
震
來
の
戒
律
は
、
佛
弟
子
が
非
法
の
行
を
訳
す
に
當
う
、
佛
の
之
を
禁
止
又
は
訓
誠
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
其
意
志
が
未
だ
外
に
顯
は
れ
ざ
る
に
當
っ
て
は
、
何
人
も
之
を
知
う
得
な
い
の
で
、
膚

然
戒
律
こ
し
て
は
成
立
た
な
い
の
で
あ
・
る
。
而
し
て
二
恩
は
佛
時
代
か
ら
大
乗
の
起
る
初
に
至

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

る
ま
で
同
様
で
あ
っ
た
Q
で
智
度
量
（
二
十
三
）
に
も
「
戸
羅
（
戒
壱
は
略
説
す
れ
ば
身
、
口
の
律
儀
に
し

て
二
種
あ
り
」
（
入
戒
、
ご
説
い
て
あ
る
。
佛
激
で
は
吾
人
の
業
を
三
種
に
舜
ち
、
之
を
身
口
意
の
三
業

こ
い
ふ
。
身
業
ε
は
身
膿
動
作
に
顯
は
し
た
行
爲
、
口
業
ご
は
口
に
言
顯
は
し
た
も
の
、
意
業
ご
は

心
に
思
惟
す
る
の
み
で
、
未
だ
動
作
言
語
に
顯
は
し
出
さ
な
い
も
の
を
い
ふ
。
而
し
て
此
三
業
の

　
　
　
　
戒
律
よ
り
見
六
る
佛
敷
の
道
徳
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囚
七
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中
、
意
業
を
以
て
最
も
重
し
ご
す
る
、
意
志
あ
っ
て
始
め
て
身
口
の
業
も
成
立
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

印
度
に
は
佛
敏
の
起
る
ご
同
時
に
し
て
少
し
く
之
に
先
ち
尼
卓
子
帥
ち
ジ
ヤ
イ
ナ
激
な
る
も
の

が
あ
っ
た
。
此
ジ
ヤ
イ
ナ
激
に
も
身
口
意
の
三
業
を
説
く
が
、
此
に
あ
っ
て
は
三
業
の
中
身
業
を

以
て
最
も
重
し
ご
な
し
、
口
業
之
に
次
ぎ
意
業
又
之
に
次
ぐ
こ
な
す
㌔
此
黙
に
穿
て
佛
澱
ご
正
さ
に

相
反
す
る
の
で
あ
る
。
思
ふ
に
豪
毅
は
．
意
志
に
重
き
を
措
き
ジ
ヤ
イ
ナ
激
は
結
果
に
重
き
を
措

い
た
が
爲
め
で
あ
ら
う
。
假
命
ひ
殺
人
の
意
志
あ
っ
て
も
未
だ
之
を
實
現
せ
な
け
れ
ば
、
他
入
に

何
等
の
損
害
を
興
え
な
い
、
郎
ち
結
果
か
ら
い
へ
ば
意
志
の
有
無
は
何
等
の
關
す
る
所
は
な
い
か

ら
で
あ
る
。
で
佛
激
の
経
典
に
は
旗
々
佛
又
は
佛
弟
子
ご
ジ
ャ
イ
ナ
激
徒
ご
間
、
此
黙
に
關
し
問

答
す
る
所
…
が
あ
る
。
例
へ
ば
中
阿
含
（
懇
三
十
ご
）
優
…
波
乱
畔
郷
｝
に
も
佛
弟
子
が
ジ
ヤ
イ
ナ
｛
敏
徒
に
、
鋼

し
、
尼
石
子
は
幾
行
を
立
て
、
如
何
な
る
罰
を
設
く
る
か
ご
問
へ
る
に
、
直
答
へ
て
い
ふ
、
三
業
を
立
て

三
連
を
寒
く
、
身
、
口
、
ご
意
ご
是
れ
な
り
ご
。
又
問
ふ
、
此
中
何
れ
を
最
も
重
し
ご
な
す
か
。
曰
く
身

罰
を
最
も
重
し
ご
な
す
、
日
罰
之
に
次
ぎ
、
意
署
最
も
下
れ
り
、
身
罰
に
及
ば
ざ
る
こ
ご
極
大
な
り
ビ
。

更
ら
に
尼
乾
子
佛
に
問
ふ
て
い
ふ
、
佛
駿
に
は
果
し
て
如
何
と
、
賦
存
に
答
へ
て
い
ふ
、
我
亦
三
業
を

立
て
悪
業
を
行
せ
す
、
悪
行
を
作
さ
や
ら
し
む
。
何
を
か
三
ご
な
す
、
曰
く
身
口
ご
意
ε
是
れ
な
り
。

何
れ
を
重
し
ご
な
す
、
曰
く
意
業
を
最
も
重
し
ご
な
す
、
身
業
、
ロ
業
は
郎
ち
然
ら
ざ
る
な
り
言
○
佛
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駿
が
三
業
中
蚕
業
を
以
て
最
も
重
し
ご
な
す
こ
ご
は
此
問
讐
に
よ
っ
て
明
器
で
あ
る
が
、
戒
律
に

於
て
は
前
に
述
べ
た
如
く
事
件
の
起
ら
ざ
る
に
架
り
、
豫
し
め
之
を
制
定
し
た
の
で
は
な
ぐ
．
事
件

の
登
生
す
る
に
随
ひ
之
を
虚
罰
す
る
・
の
で
あ
る
か
ら
、
勢
意
業
は
全
然
之
に
包
含
せ
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
．
は
小
乗
ご
大
乗
こ
の
戒
穣
の
賂
、
平
な
る
相
違
の
存
す
る
所
で
あ
る
。
而

し
て
小
乗
に
あ
っ
て
も
戒
律
適
用
の
場
合
に
は
、
鋤
磯
の
有
盆
を
考
へ
、
之
を
以
て
其
輕
重
を
鋼
つ

に
至
っ
た
駈
以
で
も
あ
る
。
大
乗
の
戒
律
に
關
し
て
は
本
篇
論
遽
の
目
的
ε
す
る
所
で
は
な
い

が
、
大
乗
戒
ご
小
乗
戒
ご
は
そ
の
根
本
性
質
の
全
然
相
異
な
つ
た
も
の
で
あ
り
、
恨
今
ひ
其
戒
相
郎

難
文
の
多
く
は
小
乗
よ
り
脱
化
し
來
つ
た
も
の
こ
い
へ
、
大
乗
戒
は
一
切
其
形
式
を
棄
て
、
全
然
意

志
に
重
き
を
措
き
、
意
志
さ
へ
善
な
れ
ば
假
命
ひ
細
行
爲
は
現
に
殺
人
の
罪
を
犯
し
た
も
の
で
も
、

秋
毫
罪
ご
は
な
ら
澱
こ
な
す
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
戒
律
も
從
來
小
、
乗
で
は
身
黙
の
業
を
の
み
規

程
す
る
も
の
こ
な
し
た
に
無
し
、
大
乗
の
そ
れ
は
身
目
意
業
の
律
儀
こ
な
し
、
而
も
意
業
が
至
大
の

關
係
を
有
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
の
で
あ
る
Q
既
に
形
式
を
棄
て
去
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
戒
の
條

文
も
極
め
て
簡
軍
こ
な
り
、
比
丘
比
丘
尼
に
よ
っ
て
の
差
別
も
な
く
、
叉
事
件
登
生
以
前
、
豫
め
修
行

者
行
爲
の
規
程
ざ
し
て
按
排
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
亦
佛
激
に
於
け
る
敷
理
思

想
饗
展
の
結
果
自
か
ら
此
に
至
っ
元
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
誠
律
よ
9
見
れ
ろ
伶
教
の
道
徳
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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以
上
余
輩
は
罪
数
に
於
け
る
戒
律
成
立
の
由
來
ご
そ
の
↓
般
性
質
ビ
に
就
い
て
之
を
略
述
し

た
が
、
樹
ほ
此
節
を
絡
る
に
當
り
戒
の
種
類
に
黒
し
＝
言
し
て
罎
か
う
、
こ
れ
亦
佛
藪
戒
律
の
性
質

を
明
ら
か
に
す
る
所
以
こ
も
な
る
か
ら
で
あ
る
Q

　
玉
露
の
戒
律
は
前
に
蓮
べ
た
如
く
二
百
五
十
戒
ご
か
、
三
百
五
十
戒
等
ご
欝
す
る
が
、
古
來
叉
之

を
大
別
し
て
二
種
こ
す
る
、
一
は
之
を
性
重
戒
こ
い
ひ
、
一
は
之
を
息
世
談
嫌
忌
ご
総
す
る
、
所
謂
性

重
富
ご
は
又
略
し
て
警
戒
こ
も
い
ふ
が
、
こ
れ
は
そ
の
玄
孫
の
性
質
道
徳
的
に
重
大
な
る
罪
過
で

あ
る
か
ら
斯
く
名
イ
け
た
の
で
、
殺
生
、
傭
盗
、
邪
淫
、
妄
語
の
四
種
が
之
に
属
す
る
σ
　
所
謂
息
世
護
嫌

戒
ご
は
叉
之
を
六
七
こ
も
い
ふ
、
震
れ
は
其
行
爲
の
性
質
必
ら
す
し
も
不
道
徳
的
の
も
の
で
は
な

い
が
、
或
は
弟
子
の
教
養
の
嵩
め
、
或
は
一
般
鯉
山
に
不
快
の
戚
を
與
へ
な
い
が
爲
め
、
或
は
僧
團
の

信
用
を
失
墜
せ
ざ
ら
し
む
る
が
爲
め
、
成
る
べ
く
世
の
議
嫌
を
招
か
ざ
る
や
う
日
々
の
畢
動
に
注

意
せ
し
む
る
の
で
あ
る
。
例
之
へ
ば
儒
團
生
活
を
な
す
も
の
に
、
如
何
に
信
者
の
寄
附
に
よ
る
ε

は
い
へ
、
徒
ら
に
大
暦
高
櫻
を
構
え
た
り
、
美
服
を
着
た
り
す
る
の
を
禁
ず
る
が
如
き
で
あ
る
。
　
僑

侶
は
元
來
世
俗
の
名
駅
や
財
産
や
地
．
位
や
権
勢
や
此
等
一
切
を
棄
去
っ
た
も
の
で
あ
る
、
で
此
等

世
間
的
露
華
羨
望
の
舅
的
ご
な
る
も
の
を
造
作
服
用
す
る
の
は
一
塁
に
櫓
團
生
活
者
に
不
相
癒
に

し
て
、
あ
る
ま
じ
き
こ
ビ
》
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
癒
Q
で
二
百
五
十
戒
ε
繕
す
る
中
、
前
述
の
四
種
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の
性
戒
を
除
い
た
除
の
一
紐
は
、
皆
此
遮
戒
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
遮
戒
ε
辮
す
る
中
に

は
諸
種
雑
多
の
事
項
が
あ
り
、
軍
に
見
董
を
訓
誠
す
る
に
過
ぎ
な
い
や
う
な
こ
ご
も
あ
る
。
例
之

へ
ば
食
事
を
す
る
時
に
は
大
文
を
開
け
て
は
な
ら
ぬ
ε
か
、
市
を
歩
む
時
に
は
肩
を
怒
ら
し
て
は

な
ら
ぬ
ビ
い
ふ
が
如
き
類
で
あ
り
、
此
等
は
所
謂
儒
侶
の
威
儀
を
正
す
こ
ご
に
な
る
の
で
あ
る
。

又
今
日
か
ら
し
て
は
頗
る
不
合
理
奇
怪
ご
思
は
る
、
瓢
も
な
い
で
は
な
い
。
例
之
へ
ぽ
粗
暴
の

暴
動
を
な
す
如
き
は
、
一
般
就
會
に
直
接
の
利
盤
關
係
は
な
い
こ
し
て
も
、
人
に
不
快
の
域
情
を
惹

起
す
も
の
で
あ
る
か
ら
之
を
禁
止
す
る
の
は
壷
金
で
あ
る
が
、
寺
院
内
で
交
法
を
兇
量
に
鍛
ゆ
る

こ
ビ
を
禁
ず
る
が
如
き
頗
る
奇
怪
の
こ
ε
、
思
は
る
、
で
あ
ら
う
。
が
印
度
で
は
児
董
に
交
法

を
敷
ゆ
る
時
に
は
、
大
聲
で
之
を
淫
し
、
児
董
を
し
て
反
磁
複
姓
し
て
之
を
記
憶
せ
し
む
る
の
で
あ

る
か
ち
、
三
法
の
激
授
そ
の
こ
ご
は
決
し
て
悪
い
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
大
濠
を
登
す
る
が
爲
め
、
他

の
灘
定
を
修
し
、
経
律
を
讃
漏
す
る
も
の
、
妨
ご
な
る
所
か
ら
、
浸
入
に
迷
惑
を
與
へ
る
の
で
，
寺
院
「

内
で
は
之
を
禁
じ
た
の
で
あ
る
。
又
摩
討
鼻
紙
穣
（
恕
ニ
ナ
四
）
十
諦
律
（
悲
四
十
）
等
に
は
、
出
家
を
願

出
て
た
も
の
が
あ
っ
て
も
、
其
身
騰
端
正
な
ら
す
、
或
は
随
形
の
も
の
は
之
を
許
さ
ぬ
こ
ご
、
な
っ

て
居
る
。
所
謂
身
分
端
正
な
ら
ざ
る
も
の
こ
は
、
眼
膳
、
倭
背
、
殿
脚
、
叢
話
、
蘭
書
、
劇
源
頭
等
を
い
ひ
、
所

謂
随
形
の
も
の
と
は
、
或
は
其
色
の
高
等
、
太
白
者
、
或
は
其
身
禮
の
太
長
、
太
惚
者
、
乃
至
狗
評
者
、
胸
凹

　
　
　
　
戒
律
よ
り
見
六
る
佛
敢
の
道
徳
思
想
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四
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者
、
象
脚
、
馬
脚
、
象
耳
、
馬
耳
、
箕
耳
の
如
き
者
等
で
あ
る
。
此
等
の
も
の
を
儒
團
か
ら
除
外
す
る
如
き

は
、
如
何
に
も
不
潔
理
で
あ
り
、
從
っ
て
後
世
で
は
西
倉
ひ
其
條
文
が
あ
っ
た
こ
し
て
も
除
り
顧
慮

せ
ら
れ
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
。
佛
激
は
元
來
四
民
軍
等
主
義
で
あ
る
か
ら
、
如
何
に
不
呉
者
で

あ
っ
て
も
之
を
信
團
か
ら
排
斥
除
外
す
べ
き
何
等
の
理
由
も
存
在
し
な
い
筈
で
あ
る
。
が
世
間

の
俗
情
ご
し
て
は
、
兎
角
此
等
不
具
者
を
見
る
ご
、
其
内
心
の
如
何
を
問
は
す
、
之
を
輕
蔑
せ
ん
こ
す

る
傾
向
を
免
れ
漁
。
で
君
し
僧
團
に
此
等
の
も
の
が
入
曇
る
ご
、
俗
界
で
は
其
個
人
か
ら
引
い
て

は
儒
團
劇
で
為
之
を
輕
親
す
る
に
至
る
恐
が
な
い
ご
は
い
は
れ
澱
。
特
に
佛
激
の
始
め
て
起
り
、

俗
團
の
漸
く
紐
織
せ
ら
れ
ん
こ
す
る
に
二
っ
て
は
、
世
間
の
信
用
を
博
す
る
こ
ご
が
佛
…
敏
の
基
礎

を
確
立
せ
し
む
る
が
爲
め
に
も
、
將
た
叉
佛
法
流
布
の
固
め
に
も
最
も
必
要
な
こ
ご
で
あ
っ
た
の

で
、
如
何
に
も
無
意
義
の
俗
情
で
も
、
之
を
顧
慮
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
此
黙
か

ら
考
へ
れ
ば
吾
人
は
斯
か
る
戒
隷
が
佛
敷
の
中
に
髄
定
せ
ら
れ
淀
こ
ご
の
愚
昧
な
る
を
笑
ふ
よ

）
も
、
寧
ろ
信
團
組
織
の
初
に
於
て
は
、
笹
葺
事
者
の
如
何
に
用
意
の
周
到
な
り
し
か
を
嘆
賞
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
Q
而
し
て
こ
れ
が
又
後
世
僑
團
の
基
礎
の
壁
固
ご
な
っ
て
か
ら
は
、
彼

等
の
必
ら
す
し
も
重
を
搬
く
に
至
ら
な
か
っ
た
所
以
で
も
あ
る
。
之
ご
同
素
の
こ
ご
は
、
婬
女
帥

ち
喪
春
婦
由
家
の
場
合
に
於
て
も
之
を
見
る
こ
ε
が
鵠
煙
る
。
奮
ハ
春
婦
が
如
何
に
登
一
5
し
て
僧
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二
に
入
ら
ん
ご
欲
し
て
も
．
其
嘗
て
居
住
し
た
地
方
に
於
て
は
維
勤
に
之
を
許
さ
海
。
　
し
か
し
若

し
一
定
の
距
離
を
隔
て
た
地
方
に
於
て
は
、
之
を
許
可
す
る
途
を
開
い
て
あ
る
。
此
春
山
も
明
ら

か
で
あ
る
Q
責
春
婦
居
住
の
地
方
に
あ
っ
て
は
入
皆
其
前
生
の
責
春
婦
た
り
し
こ
ご
を
知
っ
て

居
る
か
ら
、
斯
か
る
も
の
が
恐
縮
に
入
っ
て
も
、
世
間
の
人
は
之
に
愉
し
何
等
奪
敬
の
念
を
起
さ
濾
。

從
っ
て
期
か
る
も
の
を
包
容
す
る
僧
團
を
も
蔑
如
す
る
に
至
る
恐
が
あ
る
、
し
か
し
全
然
そ
の
前

生
を
知
ら
ざ
る
他
の
地
方
に
あ
っ
て
は
、
此
面
は
殆
ん
ざ
な
い
ピ
い
っ
て
差
支
な
い
。
　
こ
れ
が
此

戒
律
規
程
の
如
何
に
も
朝
三
暮
四
の
や
う
で
あ
る
が
、
一
地
方
で
は
之
を
禁
じ
他
地
方
で
は
之
を

許
す
所
以
で
あ
る
。
術
ほ
四
分
律
に
よ
る
ご
（
他
の
律
に
も
之
ご
略
同
機
の
こ
ε
は
あ
る
が
、
多
少

相
違
し
て
居
る
、
（
俗
團
入
門
の
費
格
こ
し
て
十
三
二
十
遮
ご
面
す
る
こ
ご
が
あ
る
、
此
等
の
資
格
が

一
切
具
備
し
な
け
れ
ば
周
面
も
そ
の
入
門
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。
翌
春
淫
等
の
不
道
徳
的
行

爲
を
な
、
し
た
も
の
は
勿
論
で
あ
る
が
、
中
に
は
奴
隷
、
傭
人
、
買
得
者
、
破
得
者
（
戦
嬢
に
捕
虜
ご
な
り
、
奴

隷
ご
し
て
使
役
せ
ら
る
、
も
の
）
負
債
者
等
の
情
件
が
あ
る
、
此
等
の
盆
山
も
亦
前
ご
同
機
で
あ
る
○

要
す
る
に
魚
雷
に
入
っ
た
も
の
が
他
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
か
、
俗
團
の
信
用
を
害
す
る
か
、
乃
至
は
世

聞
の
磯
之
を
招
く
（
假
命
ひ
共
讃
嫌
に
封
ず
る
正
當
な
理
山
が
あ
っ
て
も
、
な
く
て
も
、
画
く
も
斯
か

る
傾
向
あ
る
こ
と
は
総
じ
て
之
を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
腰
か
ら
し
て
も
佛
澱
の
戒
律
は

　
　
　
　
戒
律
よ
り
見
れ
る
佛
毅
の
道
徳
思
葱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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男
望
の
怯
律
や
遣
親
ご
は
多
少
の
異
な
る
所
の
あ
る
こ
ご
を
認
め
な
け
れ

ば五
な四
ら
ぬ
。
（
績
）


