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絶
観
論
は
､
八
世
紀
の
末
に
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
'
初
期
辞
文
献
の
一
つ
で
あ
る
｡
あ
る
も
の
は
､
初
租
ダ
ル
マ
の
名
を
標
題
に
冠
L
t
あ
る
も

の
は
そ
の
四
代
の
分
涯
､
牛
頭
法
融
に
蹄
せ
ら
れ
る
｡
曽
初
は
､
特
定
の
弟
子
の
み
が
手
に
し
た
'
秘
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
こ
の
標
題
は
示
す
｡

六
〇
六
G>･-七
〇
六

五
八
〇-六
三

六
〇
丁

六
畠
1

両

秀
(
北
宗

)

｢

牛

頭

法
融

玉
九
e
(1
六
五
七

唐
代
中
期
'
わ
が
停
教
大
師
最
澄

(七
六
六
-
人
二
二
)
や
圭
峰
宗
密

(七
八
〇
I
八
四

l
)
が
こ
の
本
の
名
を
俸
え
て
か
ら
宋
初
ま
で
､
他
の

(1)

幾
つ
か
の
著
作

へ
の
部
分
的
引
用
が
あ
る
以
外
'
早
-
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
'
こ
れ
ま
で
は
そ
の
全
容
を
知
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
､
幻
の
古
典

の
一
つ
で
あ
る
｡

今
世
紀
の
は
じ
め
､
中
国
西
陸
の
敦
燈
で
章
見
さ
れ
る
殖
大
な
寓
経
群
の
う
ち
に
'
そ
の
完
本
の
あ
る
の
が
知
ら
れ
て
'
こ
の
文
厭
の
究
明
は
'

こ
の
年
世
紀
に
わ
た
る
初
期
禅
宗
史
研
究
の
'
新
し
-
且
つ
魅
力
的
な
課
題
の
l
つ
と
な
る
｡
そ
の
研
究
は
'
敦
煙
草
の
国
際
的
な
関
心
の
高
ま
り

と
共
に
消
長
す
る
｡

小
稿
は
､
現
在
ま
で
に
知
ら
れ
る
敦
煙
霧
本
六
種
を
綜
合
し
て
'
こ
の
文
献
の
テ
キ
ス
ト
を
求
め
た
､
私
の

｢絶
観
論
の
本
文
研
究
｣

(辞
学
研

柁
観
論

と
そ

の
時

代

三
六
七



東

方

学

報

三
六
八

究
五
十
八
折
､

1
九
七

〇
)
と
'
友
人
常
盤
義
仲
が
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
英
讃
し
た
も
の
に
原
寓
本
の
影
印
を
附
し
､
私
の
口
語
評
と
解
題
を
あ
わ
せ

て

一
書
と
し
た
t

A

d
ia
tog
u
e
o
n

the
Co
nte
m
pta
tio
n
I
e
x
tin
g

u
ish
e
d
'a
n

ear

ty
C
hin
e
s
e

Z
e
n

te
x
t
fr
om
T
u
n
･
H
u
a
n
g

(T
h
e
in
･

s
titu
te
fo
r
Z
e
n

stu
d
ie
s,
)
97
3

)

の
草
刊
以
後
'
こ
の
文
献
の
含
み
も
つ
中
国
､
日
本
係
数
思
想
の
意
味
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
'
私
の
中
間
報
告

で
あ
る
｡

行
論
の
便
宜
の
た
め
'
発
行
す
る
私
の
二
つ
の
仕
事
を
要
約
し
て
お
-
0

1
'
今
日
ま
で
に
知
ら
れ
る
敦
塩
本
絶
髄
論
の
原
名
'
お
よ
び
そ
の
所
在
は
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

l
､
入
理
緑
門

一
巻

(日
本
'
石
井
光
雄
啓
減
)

2
､
人
理
経
門

一
巻

(
フ
ラ
ン
ス
国
民
囲
書
館
蔵
､
ペ
-
オ
第
二
七
三
二
親
)

3
､
三
蔵
法
師
菩
提
達
摩
絶
観
論

(同
右
'
第
二
〇
四
五
戟
)

4
'
親
行
法
為
有
縁
無
名
上
土
集

(中
国
'
北
京
圃
書
館
蔵
､
閏
字
第
八
十
四
親
)

5
､
絶
観
論
､
菩
薩
心
境
相
融

〓
口
論

(
フ
ラ
ン
ス
閥
民
圏
書
館
蔵
､
ペ
-
オ
第
二
〇
七
四
競
)

6
､
達
摩
和
尚
絶
観
論

(同
右
'
第
二
八
八
五
択
)

二
㌧
こ
れ
ら
の
寓
本
の
吏
見
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
論
じ
た
近
代
の
研
究
者
と
'
そ
の
仕
事
を
年
代
順
に
整
理
す
る
と
へ
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な

る

｡
一
九
三
五
年
､
鈴
木
大
拙
が

『少
室
逸
書
』
(安
宅
俳
教
文
庫
刊
)
に
､
4
の
寓
虞
を
収
め
る
｡
絶
観
論
章
見
の
は
Zj.秒
で
あ
る
｡

一
九
三
六
年
､
『校
刊
少
室
逸
書
及
解
読
』
(安
宅
併
教
文
庫
刊
)
に
､
鈴
木
が
右
の
本
文
を
校
訂
し
'
解
読
を
つ
け
る
｡

一
九
三
七
年

一
月
へ
久
野
芳
隆
が
2

･
5

･
6
の
三
本
を
磯
風
'
宗
教
研
究

(新
十
四
の
一
)
に
､
｢
流
動
性
に
富
む
唐
代
の
禅
宗
典
籍
｣
を
婆
表
｡



一
九
三
七
年
六
月
､
鈴
木
大
拙
が
久
野
と
は
別
に
､
2

･
5

･
6
の
三
本
に
4
を
あ
わ
せ
て
本
文
を
校
合
L
へ
併
教
研
究

(第

一
の
一
)
に
､

｢
敦

燈
出
土
達
磨
和
尚
絶
観
論
に
つ
き
て
｣
を
譜
表
｡

一
九
三
九
年
'
久
野
芳
隆
が
前
の
三
本
を
あ
ら
た
に
校
合
し
て
テ
キ
ス
ト
を
定
め
る
と
と
も
に
'
牛
頭
法
融
の
撰
述
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
'
儒
教

研
究

(第
三
の
六
)
に
'
｢
牛
頭
法
融
に
及
ぼ
せ
る
三
論
宗
の
影
響
-
敦
塩
出
土
本
を
中
心
と
し
て
-

｣
を
護
表
｡

一
九
四
〇
年
､
開
口
県
大

(慈
光
)'
大
正
大
挙
学
報

(第
三
〇
二
三

競
)
に
､
｢
絶
観
論
撰
者
考
｣
を
登
表
｡

一
九
四
五
年
､
鈴
木
大
拙

･
古
田
紹
欽
共
編

｢絶
観
論
｣
(弘
文
堂
刊
)
に
､
1
の
寓
県
と
他
の
四
本
校
合
に
よ
る
本
文
二
種
が
襲
表
さ
れ
る
｡

一
九
五

l
年
五
月
､
鈴
木
大
拙
､
『縛
思
想
史
研
究
第
二
』
を
ま
と
め

(岩
波
書
店
刊
)'
そ
の
第
二
編
の
二
に

｢達
摩
和
尚
製
入
理
緑
門
の
絶
観
論

に
つ
き
て
｣
を
収
め
る
｡
後
に
'
鈴
木
大
拙
全
集
第
二
巻
と
し
て
再
刊

(
一
九
六
八
年
)｡

一
九
五

l
年
六
月
､
開
口
県
大
が
天
台
宗
教
学
研
究
所
報

一
に
'
｢敦
燈
出
土
絶
観
論
小
考
｣
を
襲
表
｡

一
九
五
七
年

一
月
'
開
口
晃
大
が

｢敦
煙
出
土
絶
観
論
は
牛
頭
法
融
の
撰
述
た
る
を
論
ず
｣
を
'
印
度
撃
係
数
撃
研
究

(第
五
の
一
)
に
登
表
｡

一
九
五
七
年
十
二
月
'
開
口
最
大
'
『達
摩
大
師
の
研
究
』
を
ま
と
め

(彰
国
社
刊
)'
そ
の
第
二
章
に

｢達
摩
和
尚
絶
観
論

(敦
塩
出
土
)
と
牛
頭

秤
｣
を
収
め
る
｡

一
九
五
九
年
'
中
川
孝
､
印
度
撃
係
数
畢
研
究

(第
七
の
二
)
に
､
｢絶
観
論
考
｣
を
賛
表
｡

三
､
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
'
こ
の
文
献
の
作
者
問
題
に
終
始
し
､
テ
キ
ス
ト
お
よ
び
内
容
の
検
討
に
敏
け
る
｡
私
の

｢
絶
観
論
の
本
文
研
究
｣
は
､

こ
れ
ま
で
注
意
さ
れ
な
か
っ
た
3
を
加
え
､
六
種
の
寓
本
の
整
理
に
よ
っ
て
'
そ
の
本
文
に
新
古
の
吏
展
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
す

な
わ
ち
へ
1
と
2
を
元
型
､
3
と
4
を
そ
の
轡
型
､
5
と
6
を
さ
ら
に
そ
の
再
編
と
み
'
原
本
2
の
奥
書
き
に
あ
る
甲
戊
を
貞
元
十
年

(七
九
四
)､

6
の
辛
己
を
威
通
二
年

(八
六

一
)
と
す
れ
ば
'
現
存
寓
本
の
す
べ
て
を
'
こ
の
間
に
配
し
得
る
と
い
う
作
業
候
説
で
あ
る
｡

絶

観

論

と
そ

の
時

代
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方

畢

報

三
七
〇

四
､
こ
の
文
献
の
標
題
も
'
1
と
2
の
入
理
緑
門

一
巻
'
も
し
-
は
尾
題
の
練
門
論
が
原
名
で
あ
る
｡
絶
観
論
と
い
う
名
は
'
す
で
に
そ
の
本
文
の

末
尾
に

｢故
名
絶
観
論
也
｣
と
あ
り
'
箪
初
よ
り
こ
の
名
で
呼
ば
れ
た
と
も
み
ら
れ
る
が
'
1
と
2
は
そ
の
あ
と
に
縁
門
論

1
巻
の
尾
題
あ
り
､
こ

こ
で
明
瞭
に
潤
筆
し
て
い
て
､
他
の
四
本
に
共
通
す
る
附
銀
部
分
を
も
た
ぬ
こ
と
､
そ
の
本
文
の
ど
こ
に
も
達
磨
の
名
を
出
さ
ぬ
こ
と
が
注
目
さ
れ
'

こ
れ
が
元
型
と
考
え
ら
れ
る
O
又
た
首
題
の
入
理
緑
門

一
巻
と
本
文
の
短
序
と
の
あ
い
だ
に
､
封
論
者
入
理
先
生
と
弟
子
練
門
と
い
う
二
人
の
名
を

紹
介
し
､
弟
子
の
質
問
を
慶
大
な

1
行
書
き
と
L
t
こ
れ
に
封
す
る
師
の
答
え
を
そ
の
下
に
双
行
の
注
の
形
で
'
細
字
で
書
-
と
い
う
凡
例
が
あ
る
.

本
文
で
も
'
質
問
の
端
が
改
ま
る
毎
に

｢練
門
起
問
日
｣
'
も
し
-
は

｢練
門
間
日
｣
と
い
う
大
文
字
の

l
行
書
き
が
あ

っ
て
t
tL前
後
十
五
の
段
落

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
｡

五
㌧
3
と
4
'
5
と
6
の
テ
キ
ス
ー
は
'
首
尾
の
標
題
の
い
ず
れ
か
に
達
摩
の
名
を
出
す
の
が
特
徴
で
'
こ
の
二
つ
の
系
統
の
寓
本
は
'
先
に
い
う

｢
故
名
絶
観
論
也
｣
の
あ
と
'
さ
ら
に
数
番
の
問
答
が
つ
づ
き
'
問
と
答
を
文
字
の
鹿
細
で
分
ち
書
き
す
る
形
式
は
な
-
'
す
べ
て
を
延
べ
書
に
し
､

3
と
4
は
本
文
の
全
髄
に
わ
た
っ
て
､
線
門
間
日
と
い
う
改
端
の
句
を
ほ
と
ん
ど
創
り
'
す
べ
て
を
並
列
的
問
答
の
-
り
か
え
し
と
す
る
｡
明
ら
か

に
'
改
編
で
あ
る
｡
巻
尾
の
附
銀
部
分
に
つ
い
て
も
､
5
と
6
は
'
3
と
4
に
共
通
す
る
も
の
以
外
に
'
さ
ら
に
別
に
臥
輪
挿
師
看
心
法
の
名
で
知

(2
)

ら
れ
る
文
書
の

1
郡
を
そ
れ
と
断
わ
ら
ず
に
挿
入
L
t
問
答
も
新
加
す
る
｡

六
㌧
も
と
も
と
'
3
が
首
題
を
三
蔵
法
師
菩
提
達
磨
絶
観
論
と
し
､
尾
題
を
4
と
共
通
の
親
行
法
馬
有
線
無
名
上
土
集
と
す
る
の
は
､
す
こ
ぶ
る
首

尾

一
貫
し
な
い
｡
こ
の
文
戯
全
鰹
を
親
行
法
と
考
え
る
の
は
'
明
ら
か
に
絶
観
論
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
曾
て
注
意
し
た
よ
う
に
'
絶
観

(3
)

は
俸
統
的
な
親
行
を
絶
す
る
と
こ
ろ
に
､
新
し
い
意
味
を
も
つ
｡
親
行
法
の
名
は
､
た
と
え
ば
別
の
敦
塩
文
書
の

一
つ
'
示
所
犯
者
稔
伽
法
鏡
経
に

(4
)

｢
菩
薩
ノ
法
及
ビ
親
行
ノ
法

ヲ
説
ク
｣
と
あ
る
よ
う
に
､
す
こ
ぶ
る
停
統
的
な
襲
憩
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
3
と
4
に
共
通
す
る
親
行
法
為
有
線

無
名
上
土
集
と
い
う
尾
題
は
'
果
し
て
絶
観
論
の
そ
れ
で
あ
る
か
ど
う
か
｡
附
銀
部
分
の
み
の
尾
題
か
'
あ
る
い
は
後
緯
す
る
他
の
文
書
の
首
題
の



混
入
か
の
い
ず
れ
か
で
な
い
か
｡
す
-
な
-
と
も
へ
4
の
寓
本
の
最
初
の
後
見
者
が
､
こ
の
文
献
の
研
究
を
長
-
混
乱
さ
せ
た
責
め
は
覆
い
が
た
い
｡

又
'
こ
の
尾
題
そ
の
も
の
も
'
｢
親
行
ノ
法
ヲ
有
縁
ノ
為

メ
ニ
'
無
名
上
土
ガ
集
ム
｣
と
訓
む
よ
-
も
'
｢
有
線
無
名
ノ
上
土
ノ
為

メ
ニ
集
ム
｣
と
訓

む
べ
き
で
な
い
か
｡
今
ま
で
'
こ
の
文
献
の
作
者
と
み
ら
れ
た
無
名
上
土
は
'
じ
つ
は
作
者
が
こ
の
本
を
輿
え
よ
う
と
す
る
相
手
で
あ
る
｡
本
書
は
'

皆
初
は
融
博
の
書
で
'
特
定
の
弟
子
に
の
み
輿
え
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
無
名
も
上
士
も
共
に
老
子
の
書
に
見
え
'
恰
肇
の
浬
集
無
名
論
も
こ
れ

に
よ
る
｡
こ
の
尾
題
は
'
そ
ん
な
俸
統
を
顧
慮
す
る
新
加
と
み
ら
れ
る
｡

七
'
さ
ら
に
又
､
5
の
テ
キ
ス
ト
は
絶
観
論
と
い
う
首
題
の
下
に
､
菩
薩
心
境
相
融

一
合
論
の
副
題
が
あ
る
｡
こ
れ
も
絶
観
論
の
趣
旨
に
そ
わ
ぬ
こ

と
'
親
行
法
の
名
と
同
じ
で
あ
る
｡
6
の
奄
首
は
不
明
で
あ
る
が
'
奥
書
き
の
法
成
を
チ
ベ
ッ
-
関
係
数
燈
文
書
に
登
場
す
る
､
著
名
な
大
審
図
大

(5
)

徳
三
蔵
法
師
法
成
と
す
れ
ば
'
5
の
巻
首
の
菩
薩
心
境
相
融
云
云
も
､
場
合
に
よ
る
と
､
敦
燈
で
チ
ベ
ッ
ト
儒
教
を
顧
慮
し
て
新
加
さ
れ
た
可
能
性

が
強
-
な
る
0
6
の
附
錬
部
分
に
臥
輪
禅
師
看
心
法
が
新
加
さ
れ
る
の
も
'
法
成
の
手
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
ぬ
｡
臥
輪
は
､
チ
ベ
ッ
ト
係
数
に
有
縁
の

弾
着
の

l
人
で
あ
る
｡
又
､
2
の
奥
書
に
薄
暮
僧
懐
生
云
云
と
あ
る
の
も
'
こ
の
文
献
が
常
初
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
儒
教
に
有
縁
で
あ

っ
た
謹
撰
で
あ
る
｡

八
､
3
と
4
､
も
し
-
は
5
と
6
の
附
錬
部
分
に
普
る
チ
ベ
ッ
ト
謬
断
片
が
あ
る
｡

一
九
七
六
年
'
こ
の
分
野
の
新
し
い
研
究
に
精
力
的
な
動
き
を

み
せ
た
小
島
宏
允
が
､
P
ettiot,
tib
.
N
o
.
)16
文
献
に
み
え
る
諸
禅
師
の
研
究

(禅
文
化
研
究
所
紀
要
八
)
に
紹
介
す
る
､

gN
u
b
s
chen
S
angs

rg
y
a
s
y
e
ges
の
サ
ム
テ
ン
,,,
ク
ド
ン

(禅
定
燈
明
諭
)
の

l
節
が
そ
れ
で
あ
る
｡
大
論
の
名
で
､
ダ
ル
マ
の
二
人
四
行
論
の
大
牢
を
引
-
の
に
つ

(6
)

づ
い
て
'
同
じ
大
論
の
文
と
し
て
､
次
の

一
段
を
引
-
0

大
論
に
よ
れ
ば
'
大
師
に
問
う
t

l
切
衆
生
は
幻
に
ひ
と
し
-
､
夢
と
同
じ
で
あ

っ
て
'
畏
賓
で
な
い
な
ら
'
白
か
ら
命
を
断

っ
て
､
ど
の
よ

う
な
罪
が
あ
る
の
か
｡
衆
生
を
見
て
命
を
断
て
ば
'
罪
を
得
る
､
衆
生
を
見
な
い
な
ら
'
殺
す
こ
と
も
な
い
と
説
か
れ
る
｡

大
師
が
説
-
'
た
と
え
夢
で
或
る
人
を
殺
し
て
も
'
醒
め
た
と
き
は
'
罪
の
報
い
を
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
｡

(問
日
'

一
切
衆
生
へ
如
幻
如
夢
｡

絶

観

諭

と
そ

の
時

代



東

方
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二

弟
子
繁
之
有
罪
不
｡

答
日
､
岩
見
衆
生
'
無
之
得
罪
｡
不
見
衆
生
'
是
衆
生
即
無
可
繁
｡
如
夢
中
無
人
'
宿
時
､
畢
尭
無
物
｡
)

ダ

ル
マ
の
二
人
四
行
論
は
'
ス
タ
イ
ン
第
二
七

l
五
親
の
本
の
末
尾
に
'
論

一
巻
と
記
す
｡
チ
べ
ッ
ー
で
'
大
論
と
よ
ば
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ

る
｡
チ
ベ

ッ
ト
講
が
擦

っ
た
漢
文
大
論
の
正
鰹
は
'
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
､
現
在
知
ら
れ
る
漢
文
の
二
人
四
行
論

(長
智
子
)

の
'
い
ず
れ

の
寓
本
よ
り
も
贋
汎
で
あ
る
｡
敦
塩
に
俸
え
ら
れ
た
初
期
輝
文
厭
を
､
大
論
の
名
で

一
括
し
た
の
か
も
し
れ
ぬ
.
じ
じ
っ
'
チ
''(
ッ
-
文
サ
ム
テ
ン

(7
)

-
ク
ド
ン
は
'
右
に
つ
づ
い
て
'
二
人
四
行
諭
に
も
絶
観
論
に
も
み
え
ぬ
'
次
の

一
段
を
引
-
｡

県
賓
の
義
を
知
る
な
ら
ば
'
夢
と
覚
醒
は
同
じ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
将
来
に
わ
た
っ
て
､
何
の
賓
も
な
い
t
と
説
か
れ
る
｡

先
に
い
う
よ
う
に
､
絶
観
論
は
敦
燈
六
本
の
う
ち
､
四
本
の
す
べ
て
に
ダ
ル
マ
の
名
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
チ
ベ
ッ
-
の
辞
文
願
は
'
歴
代

法
賓
記
の
影
響
に
よ
っ
て
'
ダ
ル
マ
を
ダ
ル
マ
タ
ラ
と
す
る
｡
今
の
場
合
も
'
大
師
は
ダ
ル
マ
タ
ラ
で
あ
ろ
う
が
'
チ
ベ

ッ
ト
併
教
が
附
銀
部
分
を

含
め
て
'
こ
の
本
を
ダ

ル
マ
タ
ラ
の
大
論
と
み
て
い
た
こ
と
が
判
る
｡
絶
観
論
を
達
磨
の
も
の
と
す
る
の
は
'
敦
塩
の
所
侍
で
あ
り
'
そ
こ
に
は
す

で
に
チ
ベ
ッ
-
偶
数
の
影
響
が
強
い
｡

以
上
へ
こ
の
文
献

の
最
初
の
護
見
者
で
あ
る
鈴
木
大
拙
以
来
'
-
り
か
え
し
提
起
さ
れ
た
作
者
問
題
の

一
方
の
主
張
が
､
じ
つ
は
後
に
改
編
さ
れ

た
テ
キ
ス
ト
の
標
題
に
よ
る
も
の
で
'
敦
燈
も
し
-
は
チ
ベ
ッ
ト
儒
教
個
有
の
課
題
で
あ
る
こ
と
を
見
た
｡

一
方
､
こ
れ
に
反
対
す
る
牛
頭
法
融
説

が
'
敦
燈
文
献

の
い
ず
れ
に
も
根
嬢
を
も
た
ぬ
'
中
原
併
教
の
俸
統
的
通
説
で
あ
る
こ
と
を
､
そ
れ
は
同
時
に
明
ら
か
に
す
る
｡
こ
れ
ま
で
は
､
い

ず
れ
も
後
の
俸
承
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
'
ダ
ル
マ
も
し
-
は
牛
頭
法
融
そ
の
人
の
著
作
で
あ
る
か
ど
う
か
t
と
い
う
こ
と
の
み
が
問
題
に
さ
れ
た

の
で
あ
る
｡
私
論
が
'
こ
の
文
献
を
八
世
紀
末
に
あ
ら
わ
れ
る
'
初
期
禅
宗
の
綱
要
書
と
し
'
以
上
の
作
者
問
題
を
含
め
て
､
あ
ら
た
め
て
そ
の
思

想
的
意
味
を
問
お
う
と
す
る
所
以
で
あ
る
｡
ダ
ル
マ
を
初
組
と
す
る
挿
宗
は
'
す
で
に
こ
の
時
代
に
来
て
'
中
原
よ
り
チ
ベ
ッ
ト
､
朝
鮮
'
日
本
な

ど
の
周
過
民
族
の
あ
い
だ
に
損
大
し
て
ゆ
-
｡
こ
の
本
は
チ
ベ
ッ
ト
で
は
ダ
ル
マ
タ
ラ
へ
日
本
で
は
牛
頭
法
融
の
も
の
と
し
て
受
用
さ
れ
る
の
で
あ

-
'
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
に
又
'
中
国
偶
数
そ
の
も
の
に
個
有
の
理
由
が
あ

っ
た
｡
絶
観
論
と
い
-
本
は
'
そ
ん
な
課
題
を
負
う
て
登
場
す
る
の
で



あ
る
｡

い
っ
た
い
牛
頭
法
融
は
'
辞
の
四
租
と
よ
ば
れ
る
双
峰
山
違
信
に
つ
ぎ
'
金
陵
東
南
の
牛
頭
山
に
よ
る

一
涯
の
租
で
あ
る
｡
牛
頭
禅
は
､
同
じ
道

信
に
つ
ぐ
弘
忍
の
正
系
に
封
す
る
傍
系
と
し
て
'
禅
宗
最
初
の
分
派
と
な
る
の
だ
が
､
そ
う
し
た
考
え
の
出
現
そ
の
も
の
は
'
じ
つ
は
八
世
紀
中
頃

(,,･]

の
こ
と
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
'
五
阻
弘
忍
の
下
か
ら
'
紳
秀
と
恵
能
を
租
と
す
る
､
南
北
二
宗
が
分
立
す
る
｡

分
涯
の
意
識
は
､
正
常
涯
の
俸

銃
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
生
れ
る
｡
正
統
は
分
涯
を
異
端
と
す
る
が
､
分
派
は
か
え
っ
て
正
統
の
意
識
を
深
め
る
｡
群
思
想
史
の
展
開
か
ら
い
う
と
､

南
北
問
題
が
先
で
あ
り
､
牛
頭
群
の
登
場
は
そ
の
後
で
あ
る
｡
南
北
の
分
立
を
､
さ
ら
に
そ
の
根
源
に
減
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
は
南
北

の
場
合
と
'
や
や
興
っ
た
別
の
動
機
が
存
し
た
｡
年
頭
秤
は
､
常
初
か
ら
分
涯
た
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
｡
達
産
を
初
組
と
し
､
弘
忍
を
五
租
と

す
る
秤
の
俸
統
は
す
で
に
南
北
の
と
き
に
確
立
し
て
い
る
｡
牛
頭
禅
分
立
は
そ
の
影
響
で
あ
っ
て
'
正
統
の
主
張
と
は
異
な
る
｡
影
響
は
､
正
統
と

異
端
の
封
立
以
上
に
幅
が
ひ
ろ
い
｡
南
北
問
題
の
刺
戟
の
下
に
お
こ
る
､
天
台
の
俸
統
意
識
の
確
立
の
ご
と
き
も
同
様
で
'
絶
観
論
を
牛
頭
法
融
の

も
の
と
す
る
主
張
も
､
こ
の
系
統
の
動
き
と
か
か
わ
る
｡
牛
頭
辞
は
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
'
も

っ
と
も
新
し
い
中
国
係
数
の
運
動
な
の
で
あ
る
｡

唐
代
の
文
献
で
､
絶
観
論
の
名
を
最
初
に
代
え
る
の
は
'
先
に
い
う
最
澄
が
拷
爽
す
る
併
典
の
目
線
'
す
な
わ
ち
越
州
藤
で
あ
る
｡
こ
の
目
錦
は
､

大
唐
貞
元
二
十

一
年
乙
酉
に
越
州
で
編
せ
ら
れ
る
｡
別
に
台
州
錬
と
い
う
の
が
あ
っ
て
､
主
と
し
て
台
州
で
入
手
し
た
天
台
系
の
経
疏
の
目
録
で
あ

(9
)

る
の
に
射
し
'
越
州
銀
は
天
台
以
外
の
経
書
約
百
巻
の
名
が
列
ね
ら
れ
る
｡

最
澄
は
'
そ
こ
に
作
者
の
名
を
記
さ
な
い
｡
し
か
し
'
曹
瑛
大
師
博

一
奄
'
法
華
経
名
相

一
巻
の
あ
い
だ
に
'
絶
観
論

一
巻
の
名
を
あ
げ
る
の
を

(S
)

み
る
と
､
い
ず
れ
も
辞
の
文
献
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
｡
官
撰
大
師
侍
は
､
幸
い
に
俸
最
澄
書
寓
の
原
本
が
存
す
る
｡
曹
渓
恵
能
の
減
後
七
十
年
､
そ

の
三
代
の
弟
子
に
よ
っ
て
か
か
れ
た
停
記
で
あ
る
｡
法
華
経
名
相
は
'
囲
仁
や
囲
珍
の
賂
爽
目
録
に
よ
る
と
'
牛
頭
法
融
の
著
作
で
あ
る
｡
宋
の
延

(ll
)

幕
の
宗
境
線
に
も
､
そ
の
一
部
が
引
か
れ
る
｡
最
澄
が
入
唐
し
た
こ
ろ
'
中
国
で
法
華
経
名
相
や
絶
観
論
が
牛
頭
法
融
の
作
品
と
み
ら
れ
て
い
た
か

ど
う
か
'
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
へ
最
澄
が
そ
れ
ら
を
牛
頭
辞
の
文
献
と
し
て
婿
来
し
た
ら
し
い
動
機
は
濃
厚
で
あ
る
｡

弘
仁
十
年

(八

一
九
)､

最
澄
は
内
諾
併
法
師
師
相
承
血
脈
譜
を
編
し
て
'

白
か
ら
樺
戒
囲
密
と
い
う
四
宗
相
承
の
由
来
を
明
ら
か
に
し
､
入
唐

絶

観

諭

と

そ

の
時

代

三
七
三
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(12
)

し
て
牛
頭
稗
を
う
け
た
と
主
張
す
る
｡
か
れ
は
入
唐
以
前
に
､
す
で
に
大
和
の
大
安
寺
行
表
よ
り
北
宗
群
を
う
け
て
い
る
が
'
更
に
大
唐
貞
元
二
十

年
十
月
十
三
日
､
大
唐
図
台
州
膚
興
櫛
天
台
山
禅
林
寺
の
恰
憤
然
よ
り
､
天
竺
大
庸
二
図
の
付
法
血
脈
'
井
び
に
達
摩
の
付
法
牛
頭
山
の
法
門
等
を

俸
授
L
t
頂
戴
し
持
し
乗

っ
て
叡
山
の
蔵
に
安
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
｡
の
ち
に
'
か
れ
の
法
孫
た
ち
は
'
こ
れ
に
よ
っ
て
頂
戴
法
門
な
る
も
の
の

(13
)

存
在
を
主
張
す
る
｡
達
磨
の
付
法
牛
頭
山
の
法
門
と
い
う
の
は
'
曹
漠
大
師
侍
そ
の
他
の
三
吉
を
指
す
と
み
ら
れ
る
｡
越
州
銀
の
記
事
と
の
相
違
は
､

弘
仁
十
年
と
い
う
時
期
が
'
最
澄
の
大
乗
戒
壇
猫
立
運
動
に
と
っ
て
､
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
'
む
し
ろ

一
層
そ
の
こ
と
を

謹
撰
だ
て
る
｡
先
の
越
州
銀
に
'
別
に
達
磨
系
固

一
巻
を
停
え
る
の
も
注
目
さ
れ
る
｡

絶
観
論
は
､
最
澄
以
後
､
囲
仁
や
囲
珍
の
婿
衆
目
強
に
そ
の
名
を
見
な
い
｡
叡
山
の
後
孫
が
'
こ
の
本
を
ど
う
謹
ん
だ
か
も
判
ら
な
い
｡
考
え
あ

わ
せ
て
よ
い
の
は
､
鳳
仁
以
下
の
日
録
に
'
牛
頭
宗
の
典
籍
の
名
の
多
い
こ
と
で
あ
-
'
俸
教
に
蹄
せ
ら
れ
る
牛
頭
宗
旨
要
案
や
修
禅
寺
決
'
無
生

(;
)

死
論
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
､
わ
が
中
古
天
台
の
特
色
を
な
す
､
本
覚
法
門
の
操
り
ど
こ
ろ
と
な
る
口
博
文
厳
で
あ
る
｡
残
念
な
が
ら
､

何
虞
に
も
絶
観
論
そ
の
他
と
の
直
接
関
係
を
知
る
手
が
か
-
は
な
い
の
だ
が
'
そ
れ
ら
は
或
は
中
国
俳
教
と
の
交
流
の
途
が
絶
え
た
の
ち
､
先
に
い

う
血
脈
譜
の
記
事
に
よ
っ
て
､
奴
知
の
天
台
教
撃
の
う
ち
か
ら
'
あ
ら
た
め
て
牛
頭
法
門
の
本
文
を
要
約
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
だ

け
に
鎌
倉
儒
教
の
形
成
を
導
-
力
は
絶
大
で
'
大
日
能
忍
を
は
じ
め
'
柴
西
'
道
元
ら
の
活
動
を
そ
の
展
開
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
｡
じ
じ
つ
､
柴

西
の
興
秤
護
国
論
や
､
明
恵
に
つ
ぐ
鐙
定
の
禅
門
綱
要
が
'
宗
鏡
銀
に
よ
っ
て
更
め
て
牛
頭
法
融
と
そ
の
教
え
に
解
れ
る
の
は
､
日
本
俳
教
に
す
で

(15
)

に
そ
の
要
求
が
あ

っ
た
た
め
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡
宗
鏡
銀
の
編
集
は
'
宗
智
の
囲
覚
主
義
の
車
展
で
あ
る
｡
こ
の
本
に
と
り
こ
ま
れ
る
絶
観
論

(牛
頭

秤
)
は
､
量
で
は
か
る
べ
き
で
な
い
｡
宗
鏡
銀
が
い
つ
日
本
に
入
っ
た
か
､
明
ら
か
な
資
料
は
な
い
け
れ
ど
も
'
平
安
末
よ
り
鎌
倉
､
室
町
を
通
じ

て
'
そ
の
研
究
は
大
き
い
系
列
を
な
す
｡
渓
嵐
拾
菓
集
を
は
じ
め
'
覚
阿
'
囲
爾
'
無
住
と
い
っ
た
人
々
は
'
い
ず
れ
も
こ
の
本
に
よ
っ
て
辞
を
説

(16)
く

○言
う
な
ら
ば
'
牛
頭
樺
は
日
本
で
す
で
に
九
世
紀
に
天
台
撃
に
と
り
こ
ま
れ
る
｡
中
国
で
は
'
五
代
宋
初
に
至

っ
て
､
宗
鏡
銀
を
介
し
て
天
台
撃

に
入
る
｡
時
代
の
前
後
を
別
と
す
れ
ば
'
牛
頭
秤
は
天
台
撃
に
有
縁
で
あ

っ
た
｡
の
ち
に
み
る
よ
う
に
'
そ
の
徹
底
し
た
基
月
が
'
た
え
ず
天
台
固



教
の

一
方
の
極
と
し
て
'
影
響
し
っ
づ
け
る
の
で
あ
る
｡
中
国
で
は
宋
代
に
山
家
山
外
の
論
争
が
起
-
'
日
本
で
は
こ
れ
に
先
ん
じ
て
寺
門
の
分
裂

(L･:,

が
は
じ
ま
る
｡

五
大
院
安
然
に
よ
っ
て
､
最
澄
の
天
台
嬰
は

一
撃
す
る
｡

絶
観
諭
の
畢
責
基
の
論
理
が
､
ど
こ
か
に
作
用
し
て
い
な
い
か
｡
分
裂
は
'

思
想
の
深
化
を
意
味
す
る
｡

(旭
)

牛
頭
法
融
に
絶
観
論
と
い
う
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
を
俸
え
る
中
国
側
最
初
の
文
献
は
､
主
峰
宗
密
の
固
覚
絶
大
疏
紗
第
十

一
之
下
で
あ
る
｡
延
毒

の
宗
鏡
錬
九
十
七
､
心
賦
注
三
､
高
書
同
蹄
集
上
も
､
そ
の
名
を
あ
げ
て
引
用
す
る
｡
い
ず
れ
も
'
敦
煙
の
テ
キ
ス
ト
に

一
致
､
も
し
-
は
内
容
的

(19)

な
照
鷹
を
示
す
｡
延
毒
は
絶
観
諭
の
ほ
か
に
'
法
華
経
名
相
'
華
厳
私
記
'
浮
名
私
記
な
ど
､
十
教
部
の
牛
頭
の
著
作
を
引
-
｡
わ
が
入
唐
倍
の
日

銀
に
､
牛
頭
の
も
の
と
す
る
作
品
で
あ
る
｡
別
に
'
そ
の
末
流
の
も
の
も
多
い
｡
昔
時
､
天
台
山
に
牛
頭
群
の
遺
饗
が
強
か
っ
た
こ
と
は
'
宋
高
僧

侍
に
収
め
る
､
そ
の
系
統
の
人
々
の
事
蹟
に
も
う
か
が
わ
れ
る
｡
絶
観
論
は
こ
の
涯
の
宗
租
の
作
と
し
て
'
牛
頭
宗
の
擦
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
て
い
っ

た

｡い
っ
た
い
牛
頭
法
融
の
博
は
'
道
宜
の
緯
高
僧
俸
二
〇
に
収
め
る
の
が
最
古
で
'
別
に
弘
賛
法
華
俸
三
に
も
立
俸
す
る
が
'
禅
宗
と
の
関
係
を
言

わ
ず
'
著
書
に
つ
い
て
記
す
こ
と
も
な
い
｡
絶
観
論
の
こ
と
を
言
う
の
は
､
最
澄
と
宗
密
以
後
'
禅
宗
関
係
の
文
献
に
限
る
の
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
､
朝
鮮
に
俸
え
る
禅
宗
史
書
租
堂
集
に
'
牛
頭
和
尚
の

l
葦
が
あ
る
｡
あ
る
僧
と
の
問
答
と
し
て
､
絶
観
論
の

l
部
が
､
名
を
出
さ
ず

に
引
用
さ
れ
る
｡
先
に
い
う
久
野
芳
隆
の
第
三
論
文

(
一
九
三
九
年
)
は
'
こ
の
本
に
注
目
し
て
牛
頭
法
融
の
撰
述
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
｡
し
か

し
'
租
堂
集
の
編
者
が
こ
の
本
を
引
い
た
の
は
､
じ
つ
は
宗
密
の
説
に
よ
っ
て
い
る
｡
観
望
集
は
'
南
唐
の
保
大
十
年

(九
五
二
)
の
成
立
で
'
延

素
の
宗
鏡
銀
に
発
き
立
つ
｡

｢
T･:I

宗
密
は
､
牛
頭
法
融
と
そ
の
系
統
の
人
々
の
主
張
を
'
況
絶
無
寄
宗
と
名
づ
け

る

｡

沢
絶
無
寄
は
'
般
若
皆
基
の
こ
と
だ
が
'
そ
こ
に
批
判
の
意

が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
か
れ
は
'
牛
頭
宗
を
茎
兄
と
し
て
批
判
す
る
の
だ
｡
租
堂
集
は
'
法
融
に
は
じ
ま
る
六
代
の
組
師
の
名
を
あ
げ
'

そ
の
後
孫
た
ち
の
記
事
を
つ
ら
ね
た
あ
と
'

｢
己
上
は
基
宗
｣
と
江
す
る
｡
況
絶
無
寄
宗
の
意
で
あ
る
｡
租
堂
集
は
又
'
五
組
弘
忍
の
下
よ
り
分
か

絶

観

諭

と

そ

の

時

代
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れ
た
､
恵
能
系
以
外
の
弟
子
た
ち
の
こ
と
を
記
し
た
あ
と
'

｢
己
上
は
北
宗
｣
と
注
す
る
｡
南
宗
を
正
系
と
し
､
茎
宗
と
北
宗
を
傍
と
す
る
襲
悪
は
'

宗
密
に
は
じ
ま
る
｡

宗
密
は
襲
休
の
た
め
に
､
普
代
に
お
け
る
禅
宗
の
分
涯
の
事
情
を
系
圏
化
し
､
中
華
停
心
地
禅
門
師
資
承
襲
国
を
編
す
る
｡
達
磨
よ
-
恵
能
に
至

る
六
代
を
正
系
と
し
て
'
四
組
下
傍
出
の
牛
頭
宗
を
第

一
に
あ
げ
る
｡
こ
れ
が
'
租
堂
集
や
宗
鏡
銀
の
襲
憩
を
決
す
る
｡
俸
燈
銀
も
ま
た
こ
れ
を
-

(21
)

け
る
｡
先
に
い
う
績
高
僧
健
や
弘
賛
法
華
博
の
そ
れ
と
ち
が
-
'
群
の
組
師
と
し
て
の
牛
頭
法
融
の
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
あ
る
｡

牛
頭
法
融
が
四
絶
遠
信
の
法
を
-
け
て
'
五
政
弘
忍
と
涯
を
分

っ
た
と
す
る
説
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
'
八
世
紀
中
葉
の
こ
と
で
あ
る
｡
白
か
ら
法

融
の
六
世
と
名
の
る
鶴
林
玄
素
や
'
の
ち
に
天
台
の
五
組
と
呼
ば
れ
る
左
漠
玄
朗
の
た
め
に
李
華
が
摸
し
た
碑
文
､
潤
州
鶴
林
寺
散
在
山
大
師
碑
銘

(唐
文
粋
六
四
'
文
苑
英
華
八
六
二
)
と
左
深
大
師
碑

(唐
文
粁
六

二

文
苑
英
華
八
六

一
)
が
そ
れ
で
あ
る
｡
劉
南
錫
が
牛
頭
山
第

一
租
融
大
師

新
塔
記

(唐
文
粋
六
四
)
を
書
-
の
も
'
こ
れ
を
総
承
し
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
牛
頭
群
の
俸
統
問
題
は
'
初
期
の
秤
に
個
有
な
思
想
の
課
題
で
あ

っ

て
'
狭
義
の
史
賓
の
域
を
超
え
る
｡
絶
観
論
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
'
そ
ん
な
時
代
の
こ
と
で
あ
る
｡

あ
た
か
も
八
世
紀
の
前
半
は
'
則
天
武
后
や
中
宗
の
皇
后
尊
氏
に
よ
る
政
麺
の
あ
と
を
う
け
る
'
開
元
の
治
と
と
も
に
'
俄
か
に
洛
陽
'
長
安
の

地
に
開
花
す
る
北
宗
系
を
傍
と
断
じ
'
そ
の
涯
租
と
仰
が
れ
た
紳
秀
に
代
え
て
'
曹
深
意
能
を
六
楓
に
推
す
沖
合
の
活
躍
時
代
で
あ
る
｡
南
能
北
秀

の
封
決
は
､
単
に
五
組
弘
忍
下
の
分
涯
問
題
に
と
ど
ま
ら
ぬ
'
正
潤
の
争
い
と
し
て
思
想
化
す
る
｡
問
題
は
'
さ
ら
に
群
の
内
部
に
と
ど
ま
ら
ず
､

俳
教
の
各
派
に
影
響
し
て
ゆ
-
｡
運
動
は
'
ま
ず
天
台
の
俸
銃
と
教
学
の
再
編
を
促
し
'
華
厳
､
律
宗
の
そ
れ
に
及
ぶ
｡
前
者
は
､
天
台
の
六
線
と

よ
ば
れ
る
刑
渓
湛
然
､
後
者
は
華
厳
の
五
粗
澄
観
や
そ
の
弟
子
宗
密
､
律
宗
で
は
鑑
県
ら
の
運
動
と
な
る
｡
八
世
紀
後
半
'
江
左
に
お
け
る
群
律
互

(22
)

侍
の
動
き
も
大
き
い
｡
わ
が
最
澄
の
大
乗
戒
壇
猫
立
は
'
そ
ん
な
中
国
と
日
本
を
結
ぶ
新
し
い
気
運
の
-
ち
で
成
就
す
る
｡
浄
土
教
や
符
教
に
つ
い

て
も
､
事
情
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡

牛
頭
秤
に
つ
い
て
へ
問
題
は
二
つ
あ
る
｡
第

1
は
'
そ
の
形
成
の
歴
史
'
第
二
は
思
想
で
あ
る
｡
問
題
は
'
互
い
に
か
ら
み
あ
う
｡
歴
史
と
い
っ



て
も
'
思
想
の
そ
れ
で
あ
る
｡
思
想
は
'
歴
史
的
に
襲
化
す
る
｡
牛
頭
樺
の
場
合
'
そ
の
こ
と
は
と
-
に
重
要
で
あ
る
｡

牛
頭
辞
の
組
と
さ
れ
る
法
融
そ
の
人
は
'
元
来
は
三
論
宗
に
屈
し
た
｡
群
宗
四
絶
遠
信
と
の
あ
い
だ
に
､
直
接
の
交
渉
は
な
か
っ
た
と
お
も
わ
れ

る
｡
違
信
そ
の
人
す
ら
､
ダ
ル
マ
を
租
と
す
る
辞
宗
の
四
租
と
さ
れ
る
の
は
へ
七
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
弟
子
弘
忍
の
下
に
十
大
弟
子
と
よ(

23)

ば
れ
る
人
々
が
出
て
､
そ
れ
ぞ
れ
に

一
涯
を
な
し
た
た
め
で
あ
る
｡
謂
う
と
こ
ろ
の
東
山
法
門
と
六
租
の
確
認
'
南
北
二
宗
の
展
開
が
そ
れ
で
あ
る

O

牛
頭
群
の
場
合
も
'
同
じ
思
考
が
働
い
て
い
る
と
言
え
る
｡

牛
頭
稀
の
俸
続
は
､
そ
の
六
代
を
名
の
る
恵
忠
と
鶴
林
玄
素
に
よ
っ
て
確
立
す
る
｡
か
れ
ら
は
､
道
信
と
法
融
の
嗣
法
､
お
よ
び
法
融
以

下
六
代

の
､
次
の
よ
う
な
俸
法
を
説
-
｡

訂

九
1-
六
方
七

千七
七

-六･=川

六t

Tllも-
七〇二六

四
｣ハー
七
二
二

六
八三-七六九

法

融

…
智
厳
-
恵

方

-

法

持-智

威
｣

恵

忠

六六
八-
七
五二

-
玄

素

四
代
法
拝
は
'
恵
方
の
法
を
つ
ぐ
に
先
だ

っ
て
､
禅
宗
五
租
弘
忍
を
承
け
る
｡
宋
高
僧
俸
八
の
唐
金
陵
延
砕
寺
法
持
博
に
い
う
と
こ
ろ
で
'
弘
忍

(24
)

は
入
寂
に
際
し
て
､
弟
子
玄
瞳
に
こ
う
遺
言
す

る

｡

後
に
わ
が
法
を
博
え
る
も
の
は
'
十
人
あ
る
は
ず
だ
｡
金
陵
法
拝
は
､
そ
の

一
人
で
あ
る
｡

先
に

｢
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
｣
(法
蔵
館
刊
'

一
九
六
七
年
)
に
言
う
よ
う
に
へ

弘
忍
の
遺
言
は
､

樗
伽
師
資
記
に
引
-
玄
陳
の
塀
伽
人
法
志

を
う
け
て
い
る
｡
樗
伽
師
資
記
は
､
北
宗
辞
の
俸
統
を
確
立
し
た
本
で
あ
る
｡
こ
の
本
は
玄
槙
の
停
え
る
弘
忍
の
十
大
弟
子
の
う
ち
に
'
金
陵
法
拝

を
含
ま
ぬ
｡
法
拝
を
弘
忍
の
十
大
弟
子
の

一
人
と
す
る
宋
高
僧
博
は
､
北
宗
輝
に
対
し
て
日
渡
の
俸
統
を
主
張
す
る
､
法
持
以
後
の
人
々
の
祝
に
よ

っ
て
い
る
｡
李
華
や
劉
爵
錫
が
'
牛
頭
六
代
の
系
譜
を
い
う
以
前
の
､
古
い
思
考
で
あ
る
｡
あ
た
か
も
､
北
宗
の
俸
統
に
封
決
し
て
'
南
宗
恵
能
の

法
を
つ
ぐ
荷
洋
画
合
が
､
新
た
に
自
涯
を
ダ
ル
マ
の
正
系
と
し
た
時
期
で
あ
る
｡
金
陵
法
拝
と
そ
の
弟
子
た
ち
は
､
恵
能
-
紳
合
の
南
宗
に
対
し
て

も
へ
日
渡
の
優
位
性
を
説
-
必
要
が
あ

っ
た
｡
南
北
二
宗
の
い
ず
れ
に
も
屈
せ
ず
'
さ
ら
に
も
う

一
世
代
青
い
と
こ
ろ
で
'
か
れ
ら
と
封
崎
す
る
分

絶

観

諭

と

そ

の

時

代

三
七
七
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涯
と
し
て
'
遥
信
-
法
融
の
嗣
法
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡

牛
頭
法
融
を
初
租
と
す
る
六
代
の
系
譜
は
､
こ
う
し
て
生
れ
る
｡
法
統
の
問
題
は
､
史
賓
よ
-
も
思
想
が
優
先
す
る
｡
績
高
僧
倭
は
'
遺
信
-
法

融
の
関
係
を
言
わ
ぬ
の
み
で
な
い
へ
法
融
-
智
巌
の
関
係
も
見
え
ぬ
｡
宋
高
僚
侍
の
恵
方
侍
は
'
智
巌
と
の
関
係
を
言
わ
ぬ
｡
か
れ
ら
は
恵
方
を
牛

頭
秤
の
組
と
し
て
'
面
目
を

一
新
さ
せ
る
の
で
あ
る
｡

南
北
二
宗
と
そ
の
源
流
で
あ
る
東
山
法
門
に
対
し
て
'
常
初
の
牛
頭
法
門
は
'
あ
る
い
は
明
確
な
思
想
的
封
決
の
意
を
も
た
な
か
っ
た
か
も
知
れ

ぬ
｡
法
拝
の
ご
と
き
は
'
念
悌
辞
を
説
い
て
い
る
｡
先
に
い
う
よ
う
に
､
租
堂
集
が
牛
頭
を
茎
宗
と
す
る
の
は
'
宗
密
の
分
類
に
よ
る
｡
そ
こ
に
は
'

宗
密
自
身
の
批
判
的
鮭
系
化
の
思
考
が
加
わ

っ
て
い
る
｡
し
か
し
'
は
じ
め
て
牛
頭
宗
の
俸
銃
を
主
張
し
た
人
々
が
'
三
論
宗
の
般
若
思
想
に
そ
の

根
操
を
も
と
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
そ
れ
は
'
荷
揮
紳
合
の
南
宗
禅
の
締
結
で
あ
っ
た
｡
牛
頭
樺
は
'
南
宗
の
般
若
主
義
を
探
化
さ
せ
る
こ
と

で
'
自
派
の
猪
立
を
は
か
る
｡

(
25
)

六
組
意
思
と
玄
素
以
後
､
か
れ
ら
は
幾
つ
か
の
著
述
を
の
こ
す
｡
注
目
す
べ
き
は
'
意
思
に
見
性
序
や
行
路
難
の
作
が
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と

だ

｡

題
名
か
ら
推
定
さ
れ
る
作
品
の
形
式
は
'
す
こ
ぶ
る
沖
合
に
似
る
｡
さ
ら
に
又
､
そ
の
弟
子
惟
則
に
な
る
と
､
融
租
師
文
集
三
巻
を
編
し
て
序
を
附

し
た
こ
と
'
賓
誌
樺
題
二
十
四
葦
'
南
遊
博
大
士
序
､
無
生
義
な
ど
の
作
が
あ

っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
｡
か
れ
は
天
台
山
の
併
窟
巌
に
入
っ
て
'
智

(26
)

顕
の
撃
を
起
す
｡
そ
の
無
生
義
は
'
わ
が
最
澄
に
よ
っ
て
日
本
に
備
わ
る

一
方
'

一
部
は
延
幕
の
宗
鏡
銀
に
も
引
か
れ
る
｡
牛
頭
群
は
'
流
れ
て
天

台
教
学
に
入
る
の
で
あ
る
｡

1
万
㌧
牛
頭
樺
は
鶴
林
玄
素
に
つ
ぐ
篠
山
法
鉄
に
よ
っ
て
盛
大
と
な
る
｡
李
吉
甫
の
杭
州
径
山
寺
大
覚
禅
師
碑
銘

(文
苑
英
華
八
六
五
)
は
､
張

課
が
紳
秀
の
た
め
に
書
い
た
碑
文
に
対
抗
し
て
い
る
｡
白
楽
天
と
鳥
葉
造
林
の
名
で
知
ら
れ
る
諸
悪
実
作
家
書
奉
行
の
問
答
も
'
元
来
は
樫
山
法
鉄

と
劉
安
の
も
の
で
あ

っ
た

(酉
陽
楚
姐
緯
集
四
)
へ

恵
忠
や
篠
山
に
参
じ
た
弟
子
た
ち
が
､

馬
租
の
門
に
韓
じ
た
例
も
多
い
｡
荷
揮
沖
合
の
南
宗
よ

-
'
馬
組

一
派
の
洪
州
宗

へ
の
襲
展
は
'
牛
頭
辞
の
盛
大
を
介
し
て
は
じ
め
て
確
か
な
も
の
と
な
る
｡

(27
)

賓
林
博
八
に
'
二
組
恵
可
下
の
分
涯
を
諌

-

｡

従
来
知
ら
れ
る
三
組
衛
喋
の
ほ
か
に
'
暁
山
神
定
'
寒
月
禅
師
'
花
閑
居
士
へ
大
士
化
公
'
向
居



士
､
和
公
へ
摩
居
士
と
い
う
七
人
の
弟
子
が
あ
っ
た
と
す
る
｡
寒
月
の
弟
子
智
巌
が
､
の
ち
に
牛
頭
の
二
組
に
な
る
の
で
あ
り
､
こ
の
主
張
は
明
ら

か
に
牛
頭
群
の
俸
統
を
前
提
す
る
｡
寒
林
侍
は
'
馬
組
の
弟
子
の
手
に
な
る
｡
馬
粗
砕
も
､
常
初
は
牛
頭
稗
の
構
成
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
｡
絶

観
論
す
な
わ
ち
入
理
緑
門

一
巻
は
､
そ
ん
な
時
代
の
著
作
で
あ
る
｡
そ
れ
が
牛
頭
法
融
の
作
と
さ
れ
る
の
は
､
八
世
紀
前
年
に
お
け
る
南
北
二
宗
の

対
立
を
う
け
て
'
あ
ら
た
め
て
初
組
ダ
ル
マ
の
思
想
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
登
場
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡
敦
煙
､
チ
ベ
ッ
ト
の
俸
本

が
､
三
蔵
法
師
菩
提
達
摩
の
名
を
冠
す
る
の
も
普
然
で
あ
る
｡
入
理
先
生
と
弟
子
緑
門
の
名
は
､
ダ
ル
マ
の
二
人
四
行
論
に
よ
り
､
そ
の
理
人
と
行

人
の
う
ち
へ
院
緑
行
や
構
法
行
の
思
考
を
う
け
る
｡
作
者
は
､
絶
観
を
以

っ
て
ダ
ル
マ
の
宗
旨
と
す
る
の
で
あ
る
｡
先
に
紳
合
の
弟
子
た
ち
が
'
菩

提
達
摩
南
完
走
是
非
論
を
編
し
'
南
宗
を
ダ
ル
マ
の
宗
旨
と
し
た
の
に
ひ
と
し
い
｡

も
と
も
と
牛
頭
法
融
そ
の
人
に
､
著
作
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
｡
績
高
僧
侍
に
も
､
弘
賛
法
華
侍
に
も
明
記
は
な
い
｡
併
窟
惟
別
が
集
め
た
と
い
う
へ

融
租
師
文
集
三
巻
の
内
容
も
不
明
だ
が
'
わ
が
入
唐
悟
が
俸
え
る
法
融
の
著
作
は
'
先
に
い
う
よ
う
に
か
な
り
の
教
に
の
ぼ
り
'
そ
の
幾
つ
か
は
宗

鐘
錐
の
引
用
に
よ
っ
て
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
い
ず
れ
も
､
牛
頭
秤
の
初
租
と
し
て
の
'
こ
の
人
の
思
想
を
停
え
る
も
の
だ
｡

(28)

俸
燈
錬
二
十
九
に
､
牛
頭
法
融
の
心
銘

l
編
を
停
え
る
｡
そ
の
句
は
､
南
陽
忠
国
師
の
問
答
に
も
と
り
あ
げ
ら
れ

る

｡

八
世
紀
中
葉
の
作
品
で
あ

る
｡
冒
頭
に
い
う
､
心
性
不
生
'
何
須
知
見
､
本
無

l
法
'
誰
論
裏
鉄
の
四
句
は
'
明
ら
か
に
両
合
の
知
見
説
を
意
識
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
す
す
ん

で
､
壷
知
自
照
'
寓
法
師
如
'
無
師
無
受
'
絶
観
忘
守
と
な
る
と
'
牛
頭
辞
の
ね
ら
い
が
何
虞
に
あ
っ
た
か
を
看
取
せ
し
め
る
｡
絶
観
論
と
心
銘
の

前
後
関
係
は
'
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
'
共
に
両
合
よ
り
出
費
し
て
へ
諌
合
を
超
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
絶
観
と
は
､
維

(29
)

摩
経
に
い
う
不
観
是
菩
提
の
こ
と
だ
と
お
も
わ
れ
る
｡
チ
ベ
ッ
ト
宗
論
で
は
､
不
観
を
無
念
の
意
に
用
い
て
い

る

｡

無
念
は
紳
合
の
主
張
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
､
心
銘
に
は
'
む
し
ろ
北
宗
の
再
検
討
が
あ
る
｡
俸
燈
錬
四
の
牛
頭
の
章
に
'
彰
城
王
と
の
長
い
問
答
往
復
が
記
錬
さ
れ
る
｡
全
編
押
韻

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
'
す
で
に
弼
立
の
作
品
で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
そ
の
素
性
は
今
後
更
ら
に
検
討
の
必
要
が
あ
る
が
'
思
想
傾
向
は
心
銘
に

ひ
と
し
い
｡
や
は
り
'
紳
脅
批
判
の
意
が
強
い
｡

宗
密
に
よ
る
と
p
牛
頭
宗
の
意
は
況
絶
無
寄
に
あ
る
｡
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
膿
系
化
を
意
固
す
る
へ
帝
と
教
の
綜
合
で
あ
る
｡
昔
時
'
数
に
五
教

絶

観

論

と
そ

の
時

代



東

方

畢

粗

三
八
〇

の
判
が
あ
り
'
群
に
は
す
で
に
十
宝
､
又
は
七
家
の
別
が
あ

っ
た
｡
宗
密
は
､
そ
れ
ら
を
≡
教
と
三
宗
に
ま
と
め
て
､
群
源
諸
詮
集
都
序
を
編
す
る
.

群
の
三
宗

1
､
息
妄
修
心
宗

(南
幌
'
北
秀
､
保
唐
'
宜
什
等
'
天
台
､
憲
鋼
､
求
邪
な
ど

)
-
密
意
依
性
説
相
教

(解
探
密
等
数
十
本
の
経
'
稔
伽
唯
識
数

百
雀
の
論
)

2
､
況
絶
無
寄
宗

(石
頭
､
牛
頭
下
の
樫
山
に
至
る
)
-
督
意
破
相
筋
性
教

(諸
部
の
般
若
千
絵
巻
の
経
､
中

･
百

･
門
等
の
三
論
'
贋
百
'
智
度

論

等

)

3
､
直
蘇
展
性
宗

(荷
揮
､
江
西
)
-
顕
示
県
心
即
性
教

(華
厳
'
帝
展
'
風
発
､
俳
頂
'
勝
肇
へ
如
来
蔵
､
法
華
､
樫
巣
等
四
十
飴
部
の
経
､
賓

(30
)

性
'
悌
性
'
起
信
'
十
地
'
法
界
'
浬
集
等
十
五
郡
の
論
)

宗
密
は
白
か
ら
荷
浮
の
五
世
を
以
て
任
ず
る
が
､

一
方
に
清
涼
澄
観
に
つ
ぐ
華
厳
宗
五
世
の
自
負
が
あ
る
｡
教
を
排
す
る
偏
狭
な
揮
者
の
動
き
を

批
判
す
る
と
共
に
､
輝
の
賓
践
を
忘
れ
た
教
学
を
批
判
し
て
､
か
れ
は
強
力
に
教
群

1
敦
を
説
-
｡
す
で
に
別
に
論
じ
た
よ
う
に
'
宗
吾
の
主
張
す

(31
)

る
教
と
辞
の
系
譜
は
､
必
ず
し
も
史
寛
に
合
わ
ぬ
｡
か
れ
が
あ
え
て
そ
こ
に
自
分
を
位
置
づ
け
る
の
は
'
じ
つ
は
別
に
動
機
が
存
し
た
｡
言
う
な
ら

ば
'
贋
代
法
賓
記
に
俸
え
る
保
唐
寺
無
住
の
秤
が
'
極
端
な
滅
識
を
説
-
の
に
封
す
る
批
判
で
あ
る
｡
宗
密
は
無
住
と
同
じ
四
川
の
出
身
で
あ
る
｡

被
が
そ
こ
に
育
っ
た
八
世
紀
末
頃
は
､
保
膚
宗
の
全
盛
時
代
で
あ
る
｡
か
れ
が
息
妄
修
心
宗
の
は
じ
め
に
あ
げ
る
南
低
は
､
そ
ん
な
保
唐
宗
の
源
流

と
な
る
励
南
智
託
の
こ
と
で
あ
る
｡
席
代
法
賓
記
に
よ
る
と
'
智
証
は
は
じ
め
玄
英
に
つ
い
て
唯
識
を
学
ん
で
い
る
｡
虚
融
観
'
縁
起
､
心
経
疏
の

(3

2
)

作
が
あ

っ
た
｡
前
の
二
つ
は
不
明
だ
が
､
心
経
疏
は
現
存
す
る
｡
宗
密
は
'
そ
れ
ら
を
見
て
い
た
｡
保
庸
宗
の
偏
向
が
､
そ
こ
に
あ

っ

た

｡

息
妄
修
心
宗
は
､
境
に
背
い
て
心
を
観
じ
'
妄
念
を
息
滅
し
て
ゆ
-
と
､
念
轟
き
て
心
性
が
め
ざ
め
､
知
ら
ざ
る
無
き
と
こ
ろ
を
宗
と
す
る
｡
あ

た
か
も
､
鏡
の
塵
を
沸
拭
轟
す
る
よ
う
に
'
舌
を
上
窮
に
つ
け
'
心
を

一
境
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
｡
北
宗
が
代
表
だ
が
､
宗
密
は
こ
れ
に
智
証
と

(33
)

保
唐
無
住
を
加
え
る
の
で
あ
-
'
宣
什
も
大
同
小
異
で
あ

っ
た
ら
し

い

｡

天
台
は
､
智
顕
そ
の
人
を
指
す
よ
-
'
そ
の
六
世
湛
然
が
三
大
部
の
注
を



(
34
)

ま
と
め
て
､
そ
の
教
撃
と
賓
践
を
再
編
す
る
の
を
相
手
ど
る
だ
ろ
う
｡
湛
然
は
'
東
山
法
門
の

一
行
三
昧
を
稀
揚
し
て
い

る

｡

恵
桐
'
求
郡
は
北
宗

系
の
樗
伽
師
資
記
が
､
恰
桐
や
求
邪
険
陀
羅
を
宗
源
に
据
え
よ
う
と
す
る
の
を
指
す
｡
借
間
は
'
緯
高
僚
博
の
習
酵
編
で
､
達
産
と
対
比
さ
れ
る
人

で
あ
り
､
求
郡
験
陀
羅
は
､
樗
伽
経
の
評
者
と
し
て
知
ら
れ
る
｡
要
す
る
に
､
宗
密
が
息
妄
修
心
宗
に
配
す
る
の
は
､
保
唐
寺
無
住
と
北
宗
辞
が
中

(35)

心
で
'
別
に
中
華
爆
心
地
禅
門
師
資
承
襲
国
で
北
宗
を

許

し

'

｢
此
は
染
浄
縁
起
の
相
'
流
に
反
し
習
に
背
-
門
で
あ
っ
て
'
妄
念
本
茎
､
心
性
本

尊
を
愛
せ
ず
､
悟
既
に
未
徹
'
修
山豆
に
県
に
構
わ
ん
や
｣
と
い
い
､
創
南
に
復
た
浄
家
有
り
､
旨
は
此
と
大
同
な
り
､
復
た
保
唐
宗
有
り
'
所
解
は

同
じ
き
に
似
た
る
も
'
所
修
は
全
-
異
な
り
云
云
､
と
注
す
る
の
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
｡

次
に
況
絶
無
寄
宗
は
'
今
問
題
に
し
つ
つ
あ
る
牛
頭
宗
の
こ
と
で
あ
り
､
宗
密
が
牛
頭
下
の
篠
山
と
注
す
る
所
以
で
､
の
ち
に
詳
し
-
検
討
を
加

(36
)

え
る
こ
と
と
す
る
が
'
か
れ
が
こ
こ
に
石
頭
を
配
す
る
の
は
､
お
そ
ら
-
は
そ
の
参
同
契
の
趣
旨
を
指
す
｡
か
れ
が
こ
れ
を
心
銘
や
絶
観
論
と
同
税

し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
で
'
い
ず
れ
も
そ
う
し
た
宗
旨
を
語
る
著
作
を
前
提
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
｡

い
っ
た
い
'
三
宗
と
三
教
は
互
い
に
対
比
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
｡
1
は
2
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
'
2
は
さ
ら
に
3
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
る
｡
す

べ
て
が
3
の
直
顕
異
性
宗
と
顕
示
民
心
即
性
教
に
蹄
入
し
､
あ
ら
た
め
て
3
に
よ
っ
て
2
が
生
か
さ
れ
､
2
に
よ
っ
て
1
が
生
か
さ
れ
る
仕
組
み
で

あ
る
｡
そ
こ
に
､
教
辞

一
致
､
頓
悟
漸
修
の
趣
旨
が
あ
る
の
で
あ
り
'
か
れ
が
史
賓
を
ま
げ
て
ま
で
'
あ
え
て
荷
浮
と
華
厳
の
五
世
を
自
負
す
る
動

枚
も
又
た
そ
こ
に
存
し
た
.
先
に
い
う
'
保
唐
寺
無
住
に
封
す
る
批
判
こ
そ
'
こ
の
人
の
仕
事
の
出
費
を
な
す
｡
況
絶
無
寄
宗
に
封
す
る
批
判
は
､

こ
れ
を
深
め
強
化
す
る
過
程
で
あ
っ
た
｡
宗
密
に
よ
る
と
'
況
絶
無
寄
宗
の
非
は
'
や
や
も
す
れ
ば
無
記
の
基
見
に
墜
す
る
に
あ
る
｡
茎
兄
の
批
判

は
､
す
で
に
三
論
宗
に
あ
-
､
二
人
四
行
論
に
も
見
え
る
.

｢諸
僻
が
基
法
を
説
-
の
は
'
諸
兄
を
破
せ
ん
が
徳
め
の
故
な
り
'
而
る
に
復
た
基
に

(37)

著
す
､
諸
俳
の
化
せ
ざ
る
所
な
り
｣
と
は
､
中
論
第
二
の
親
行
品
の
偶
だ
が
､
六
朝
よ
-
唐
'
日
本
を
通
じ
て
各
藩
の
引
-
と
こ
ろ
と
な
る
｡

(38
)

沢
絶
無
寄
宗
と
は
何
か
｡
宗
密
は
'
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い

る

｡

眠
絶
無
寄
と
は
'
こ
う
で
あ
る
｡
凡
聖
等
の
存
在
は
'
皆
な
夢
幻
の
よ
う
で
'
お
よ
そ
有
な
る
も
の
は
な
い
'
本
来
茎
寂
で
あ
っ
て
､
今
は
じ

め
て
無
な
の
で
も
な
い
｡
つ
ま
り
無
を
悟
る
智
も
ま
た
不
可
得
で
あ
り
､
卒
等
法
界
は
'
傍
も
な
-
衆
生
も
な
-
'
法
界
も
ま
た
倣
名
で
あ
る
｡

絶
観

論

と
そ

の
時

代



東

方

軍

用

心
が
有
で
な
い
以
上
'
誰
が
法
界
を
読
-
の
か
｡
修
も
な
-
'
不
修
も
な
-
'
燐
も
な
-
俳
な
ら
ざ
る
も
な
い
｡

｢
た
と
え
浬
集
を
超
え
る
ほ

ど
の
存
在
も
､
俺
に
と
っ
て
は
夢
幻
に
ひ
と
し
い
｣
と
は
そ
の
こ
と
だ
｡
拘
束
さ
れ
る
法
も
な
-
'
成
就
す
べ
き
俳
も
な
-
'
目
的
化
さ
れ
た

行
為
は
､
す
''(
て
迷
妄
で
あ
る
｡
こ
う
考
え
て
､
本
よ
-
何
事
も
な
-
､
心
を
寄
せ
る
こ
と
が
な
-
て
'
は
じ
め
て
よ
-
類
例
せ
ず
'
解
脱
人

と
よ
ば
れ
る
｡
石
頭
と
牛
頭
以
下
'
樫
山
に
至
る
人
々
は
､
す
べ
て
こ
の
理
を
教
え
､
心
と
行
為
を
そ
れ
と
ぴ
た
-

一
つ
に
さ
せ
へ
執
わ
れ
ぬ

よ
う
に
さ
せ
る
｡
日
が
た
ち
力
が
満
ち
て
､
煩
懐
が
滑
え
る
と
､
菟
親
や
苦
楽
に
庭
し
て
す
べ
て
無
事
と
な
る
｡

宗
密
は
'
沢
絶
無
寄
を
≡
論
に
配
す
る
｡
牛
頭
法
融
は
､
三
論
宗
の
人
で
あ

っ
た
｡

｢
た
と
え
浬
巣
を
超
え
る
ほ
ど
云
々
｣
の
句
は
､
大
品
般
若

(39
)

八
'
小
品
般
若

一
に
よ
っ
て
い
る
｡
古
-
は
吉
減
の
大
乗
玄
論
に
引
か
れ
､
百
丈
や
臨
酒
の
説
法
に
も
引
か
れ

る

｡

俸
燈
銀
四
に
よ
る
と
､
牛
頭
宗

の
二
組
智
巌
が
は
じ
め
て
牛
頭
山
に
入
っ
て
法
を
求
め
た
と
き
､
法
融
が
智
巌
に
輿
え
た
句
と
も
さ
れ
る
｡
俸
燈
銀
は
宗
密
の
説
に
よ
っ
て
い
る
が
'

宗
密
は
大
乗
玄
論
に
よ
っ
て
い
る
｡
宗
智
の
絶
活
は
'
正
し
い
と
い
え
よ
う
｡

宗
鏡
錦
二
六
に
'
浮
名
私
記
の
文
を
引
-
｡
法
相
如
是
の
と
こ
ろ

(寅
在
そ
の
も
の
)
に
'

一
法
の
得
べ
き
な
き
を
説
い
て
'

一
法
の
断
ず
べ
き

(40)

を
見
ず
'

7
法
の
成
ず
''(
き
を
見
ぬ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
｡
諸
法
如
夢
､
本
来
無
事
の
意
で
あ
る
｡

問
題
は
'
宗
密
が
こ
れ
を
沢
絶
無
寄
と
よ
ぶ
こ
と
で
あ
る
｡
も
と
も
と
'
こ
の
名
は
杜
順
の
法
界
観
門
か
ら
来
て
い
る
｡
法
界
観
門
は
'
華
厳
三

昧
に
至
る
寛
政
を
説
い
て
'
艮
墨
第

二

理
事
無
塵
第
二
㌧
周
適
合
容
第
三
の
三
観
と
す
る
｡
第

一
の
県
茎
観
に
さ
ら
に
四
あ
り
'
そ
の
第
四
が
況

絶
無
寄
観
で
あ
る
.
原
文
に
よ
れ
ば
'
此
に
観
ず
る
所
の
県
茎
は
'
即
色
と
も
不
即
色
と
も
言
う
可
か
ら
ず
'
亦
た
郡
茎
と
も
不
那
茎
と
も
言
う
可

か
ら
ず
'

一
切
法
は
可
な
ら
ず
､
不
可
も
亦
た
可
な
ら
ず
'
此
の
語
も
亦
た
受
け
ず
'
過
絶
無
寄
に
し
て
'
言
の
及
ぶ
所
に
非
ず
'
解
の
到
る
所
に

非
ず
'
是
を
行
境
と
謂
う
'
何
を
以
て
の
故
ぞ
'
生
心
動
念
は
'
即
ち
法
鮭
に
乗
-
､
正
念
を
失
す
る
が
故
な
る
を
以
て
云
云
､
と
い
う
の
が
そ
れ

(41)

で
あ
る
｡
要
す
る
に
'
沢
絶
無
寄
は
虞
茎
観
の
極
虞
で
あ
-
､
徹
底
し
た
否
定
行
で
あ
る
｡
否
定
す
ら
否
定
と
し
て
定
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
､

親
行
の
ゆ
え
に
そ
こ
に
般
若
の
知
が
前
提
さ
れ
る
こ
と
は
言
-
ま
で
も
な
い
｡
宗
密
が
右
の
文
に
注
し
て
'

｢展
墓
の
理
性
は
本
臼
如
然
た
り
'
檀

だ
之
に
迷
う
を
以
て
'
念
を
動
か
し
相
に
執
す
-
'
正
念
と
は
'
無
念
に
し
て
知
る
｡
若
し
楓
に
無
知
な
ら
ば
'
何
ぞ
正
念
と
名
づ
け
ん
｣
と
い
い
'



｢
況
絶
無
寄
は
是
れ
亦
茎
亦
色
に
あ
ら
ざ
れ
ば
へ
相
違
誘
無
し
'
四
誘
既
に
無
け
れ
ば
'
百
非
斯
に
絶
す
'
己
に
八
部
の
般
若
'
無
相
大
乗
の
極
致

に
普
る
｣
と
い
う
の
は
'
そ
の
ま
ま
先
に
引
-
拭
絶
無
寄
宗
の
説
で
あ
る
｡
宗
密
は
'
県
基
観
の
況
絶
無
寄
観
を
牛
頭
宗
に
普
て
は
め
た
の
で
あ
り
､

そ
の
場
合
､
か
れ
が
牛
頭
の
意
と
す
る
の
は
､
絶
観
論
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡
宗
密
は
北
宗
の
大
乗
無
生
方
便
門
や
梼
伽
師
資
記
､
保
唐
の
暦
代
決
賓
記

に
よ
っ
て
息
妄
修
心
宗
を
'
絶
観
論
に
よ
っ
て
況
絶
無
寄
宗
を
'
両
禽
語
緑
に
よ
っ
て
直
蘇
異
性
宗
を
構
想
す
る
｡
い
ず
れ
も
､
何
ら
か
の
操
る
べ

き
著
作
が
あ
っ
た
｡
い
ず
れ
も
'
敦
塩
資
料
に
よ
っ
て
正
睦
は
分
明
で
あ
る
｡

(42)

宗
密
が
六
租
壇
経
を
み
て
い
た
こ
と
は
､
確
か
で
あ
る
｡
か
れ
は
'
中
華
俸
心
地
禅
門
師
資
承
襲
圏
に
'
北
宗
の
意
を
の
べ
て
次
の
よ
う
に
い
う
｡

北
宗
の
意
は
､
衆
生
は
本
よ
り
資
性
有
り
､
鏡
の
明
性
有
る
が
如
し
｡
煩
悩
之
を
覆
う
て
見
え
ず
'
鏡
の
塵
闇
有
る
が
如
し
｡
若
し
師
の
言
教

に
依
っ
て
'
妄
念
を
息
減
し
'
念
轟
き
る
と
き
は
則
ち
心
性
覚
悟
し
て
､
知
ら
ざ
る
所
無
し
､
昏
塵
を
磨
沸
し
て
塵
轟
き
る
と
き
は
'
則
ち
鏡

鰹
明
浮
に
し
て
照
ら
さ
ざ
る
所
無
き
が
如
し
｡
故
に
'
彼
宗
主
両
秀
大
師
の
五
租
に
呈
す
る
偶
に
云
-
0

身

ハ
是
レ
菩
提
樹
'
心

ハ
明
鏡
ノ
董
ノ
如
シ
｡

時
々
二
須
ラ
ク
沸
拭
ス
べ
シ
'
塵
挨
ヲ
有
ラ
シ
ム
ル
莫
カ
レ
｡

(43)

紳
秀
の
偏
は
､
園
覚
経
大
疏
砂
三
之
下
に
'
北
宗
の
読
を
の
べ
る
と
こ
ろ
に
も
引
か
れ
る
｡
宗
密
が
北
宗
を
総
括
し
て
､
排
塵
看
浄
万
便
通
経
と

す
る
の
は
'
六
租
壇
経
と
大
乗
無
生
方
便
門
に
よ
っ
て
い
る
｡
注
目
す
べ
き
は
､
宗
密
が
折
伏
さ
れ
る
両
秀
の
偶
の
み
を
あ
げ
て
'
六
租
の
偶
を
あ

げ
ぬ
こ
と
だ
｡
滴
秀
の
偏
は
'
六
租
の
偏
と
封
を
な
す
｡

(=
]

敦
燈
本
六
組
壇
経
に
は
､
六
租
の
偶
が
二
つ

あ

る

｡

恵
能
ノ
侶

二
日
り
'

菩
提

ハ
本

ヨ
-
樹
無
シ
､
明
鏡
モ
亦
夕
董
無
シ
｡

俳
性

ハ
常

二
清
浄
ナ
-
'
何
虞

ニ
カ
塵
挨
有
ラ
ン
｡

又
夕
侶

二
日
ク
'

絶

観

論

と

そ

の
時

代
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三
八
四

心

ハ
是

レ
菩
提
樹
'

身

ハ
明
鏡
ノ
蔓
為
り
｡

明
鏡

ハ
本

ヨ
-
清
浄
ナ
-
'
何
虞

ニ
カ
塵
挨

二
染

マ
ン
｡

従
来
､
敦
塩
本
六
組
壇
経
の
こ
の
偏
に
注
目
す
る
学
者
は
'
そ
れ
が
宋
代
以
後
の
テ
キ
ス
-
で
'
第
三
句
を
本
来
無

1
物
と
す
る
こ
と
に
目
を
奪

わ
れ
て
'
六
組
の
偶
が
二
つ
あ
る
こ
と
を
見
落
し
て
い
る
｡
二
つ
あ
る
の
は
､
歯
ざ
れ
が
悪
い
う
え
に
､
後
者
は
紳
秀
の
偶
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
､

あ
ま
り
襲
-
ば
え
し
な
い
た
め
に
､
故
意
に
前
者
を
と
る
の
で
あ
る
｡

(45
)

清
涼
澄
観
は
､
そ
の
華
厳
経
随
疏
演
義
紗
二
十

一
に
､
四
頓
四
漸
の
こ
と
を
論
じ
'
漸
修
の
例
と
し
て
､
後
者
の
み
を
引
く
｡
テ
キ
ス
ト
は
'
敦

塩
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
｡
常
時
､
後
者
の
方
が
注
意
さ
れ
た
ら
し
い
｡

鏡
の
職
を
撃
ぐ
と
い
え
ど
も
'
明
鏡
頓
に
照
す
に
あ
ら
ず
｡
白
か
ら
鏡
を
排
う
の
意
を
取
る
｡
正
に
大
通
が

｢
時
々
二
勤

メ
テ
沸
拭
シ
テ
'
塵

挨
ヲ
惹
カ
シ
ム
ル
実
力
レ
｣
と
い
う
に
同
じ
-
､
復
た
白
か
ら
融
通
す
･･･｡
今
'
悟
は
日
の
照
す
が
如
し
と
言
う
は
'
即
ち
解
悟
讃
悟
皆
な
悉

-
頓
な
り
｡
即
ち
頓
修
頓
悟
は
功
'
沸
鏡
の
如
し
､
亦
た
頓
悟
漸
修
に
非
ず
し
て
'
是
れ
頓
修
漸
悟
の
義
な
-
｡
明
は
是
れ
本
明
に
し
て
漸
を

囲
漸
と
為
す
と
言
う
は
'
此
は
上
の
二
つ
を
融
す
'
人
の
鏡
を
沸
う
は
頓
に
非
ず
と
謂
う
を
恐
れ
て
'

｢
明
鏡

ハ
本
来
静
ナ
リ
､
何
ゾ
塵
挨
ヲ

沸
ウ
ヲ
用
イ
ソ
｣
と
い
い
､
故
に
為
に
之
を
合
す
｡
此
は
是
れ
六
租
直
に
本
性
を
顕
し
て
'
其
の
漸
修
を
破
す
る
な
り
｡

(46
)

延
寿
の
宗
鏡
錬
三
十
六
も
'
こ
の

l
偶
を
引
-
｡
澄
観
を
承
け
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
宗
密
の
い
う
直
前
展
性
宗
が
'
澄
観
を
承
け
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
｡
宗
密
は
'
絶
観
論
に
よ
っ
て
息
妄
修
心
宗
と
況
絶
無
寄
宗
を
'
六
組
壇
経
に
よ
っ
て
直
蘇
展
性
宗
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
｡
そ

の
主
張
は
､
す
こ
ぶ
る
作
為
的
で
あ
る
｡
元
来
は
華
厳
と
関
係
の
な
か
っ
た
窓
能
が
'
宗
密
に
よ
っ
て
結
び
合
わ
さ
れ
て
'
華
厳
撃
の
襲
展
そ
の
も

の
に
､
大
き
い
力
を
輿
え
る
こ
と
と
な
る
｡
華
厳
と
深
い
関
係
に
あ

っ
た
の
は
､
む
し
ろ
北
宗
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
､
大
乗
無
生
方
便
門
は
､

一
名

大
乗
五
方
便
と
よ
ば
れ
､
起
信
論
に
は
じ
ま
っ
て
華
厳
経
に
終
る
五
つ
の
大
乗
経
論
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
｡
そ
ん
な
北
宗
批
判
の
た
め
に
構
想
さ

れ
た
六
租
壇
経
に
よ

っ
て
､
六
租
の
方
が
直
蘇
展
性
宗
と
な
る
｡
華
厳
の
事
々
無
碍
法
界
の
説
の
如
き
も
､
患
能
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
完
全

｢√
＼

な
四
法
界
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
る
｡
さ
ら
に
馬
租
が
維
摩
経
に
よ
っ
て
海
印
三
昧
を
読
-
ご
と
き
も
'
じ
つ
は
直
接
に
維
摩
経
に
よ
る
と
い
う
よ



-
も
'
恰
肇
に
蹄
せ
ら
れ
る
賛
成
論
に
よ
っ
て
い
る
L
t

｢
前
念
後
念
'
念
々
相
い
待
た
ず
'
前
法
後
法
'
法
法
相
い
待
た
ず
'
是
を
即
ち
海
印
三

(48)

昧
と
名
づ
-
｣
と
い
う
の
は
､
馬
組
が
す
で
に
そ
こ
に
酒
食

l
涯
の
知
の
立
場
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
を
示

す

｡

宗
密
が
馬
阻
を
腔
す
る
所
以
だ
が
'

馬
租
は
す
で
に
牛
頭
宗
を
う
け
て
い
る
｡

六
租
の
偶
の
後
車
二
句
が
'
本
来
無

一
物
､
何
用
排
塵
妹
と
な
る
の
は
､
宗
審
以
後
の
こ
と
で
あ
る
｡
寒
林
博
の
六
租
の
葦
は
現
存
し
な
い
が
'

そ
れ
が
組
堂
集
や
俸
燈
銀
の
原
型
と
な
っ
た
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
｡
租
堂
集
に
よ
っ
て
寒
林
侍
の
六
組
の
葦
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

注
目
す
べ
き
は
'
宗
鏡
錬
三
十

l
に
､
そ
ん
な
本
来
無

一
物
の

l
句
を
含
む
六
組
の
偏
を
あ
げ
て
､
こ
れ
を
融
大
師
の
心
銘
､
お
よ
び
絶
観
論
の
句

(49)

に
比
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
言
う
な
ら
ば
へ
六
租
恵
能
の
新
し
い
偏
の
登
場
は
､
況
絶
無
寄
の
影
響
に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡
わ
ず
か
に

一
句
の
襲
化
で
あ

る
が
､
況
絶
無
寄
宗
の
影
響
は
強
い
｡
両
合

一
涯
の
知
の
立
場
を
超
え
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
牛
頭
宗
は
､
普
然
に
窓
能
そ
の
人
の
立
場
を
動
か
す
｡

ま
ず
､
延
毒
の
言
う
と
こ
ろ
を
き
こ
う
｡

六
租
ノ
偏

二
云
ウ
ガ
如
キ
ソ
バ
'
菩
提

ハ
本

ヨ
-
樹

二
非
ズ
､
明
鏡
モ
亦
夕
童

二
非
ズ
'
本
来
無

一
物
'
何
ゾ
塵
挨
ヲ
排
ウ
ヲ
用
イ
ソ
｡

融
大
師
云
ク
'
至
理

ハ
詮
無
シ
'
解

二
非
ズ
､
纏

二
非
ズ
'
蛋
通
シ
テ
物

二
麿
ジ
'
常

二
目
前

二
存
ス
｡
目
前

ハ
無
物

ニ
シ
テ
'
無
物
宛
然
タ

-
｡
人
ノ
致
ス
ヲ
用
イ
ズ
､
鰹
自
力
ラ
虚
玄
ナ
-
0

又
夕
云
ク
'
無
物
ナ
レ
F'(
酎
チ
天
県
､
天
真
ナ
レ
.､ハ
即
チ
大
道
ト
.

融
大
師
の
は
じ
め
の
句
は
心
銘
､
又
た
云
-
以
下
は
絶
観
論
の
第

l
葦
第
五
段
に
､
無
心
無
為
を
説
-
部
分
に
留
る
｡
心
銘
の
句
は
'
そ
の
冒
頭

に

｢
心
性
不
生
'
何
ゾ
知
見
ヲ
須
イ
ソ
､
本

ヨ
-

一
法
無
シ
'
誰
力
嚢
練
ヲ
論
ゼ
ソ
｣
と
い
う
の
に
つ
づ
い
て
'
無
心
無
知
を
説
-
く
だ
り
で
あ
る
｡

延
宗
が
こ
れ
ら
を
六
組
の
新
し
い
偏
と
'
同
じ
趣
旨
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

心
性
は
'

｢併
性
常

二
清
浄
｣
と
い
う
こ
と
す
ら

無
用
で
あ
る
｡

延
寿
は
､
右
の
引
用
に
先
立
っ
て
'
次
の
よ
う
な
首
横
厳
経
の
句
を
引
-
｡

首
横
厳
経

二
云
ウ
ガ
如
シ
､
知
見
モ
テ
知
ヲ
立
ツ
ル
ハ
'
郎
チ
無
明
ノ
本
ナ
-
｡
知
見
ノ
無
見
ナ
ル
'
斯
レ
即
チ
浬
集
ナ
-
'
無
漏
尾
野
'
云

絶
観

諭

と
そ

の
時

代
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何
ガ
是
ノ
中

二
更

二
地
物

ヲ
客

レ
ン
ト
｡
上

二
説
ク
所
ノ
如
キ
'
世
間
ノ
生
死
'
出
世
ノ
浬
集
等
'
無
量
差
別
ノ
名

ハ
'
皆
ナ
知
見
文
字
ノ
所

立

二
従
ク
｡
若
シ
知
見
文
字
無
ク
ソ
.''l
'
名
鰹
木

ヨ
リ
基
ナ
-
'
妙
明
心
中
'
更

二
何
物
力
有
ラ
ン
｡

延
寿
は
'
知
見
を
も

っ
て
無
漏
尾
野
を
碍
げ
る
も
の
と
し
'
無
漏
晃
浮
の
名
す
ら
'
知
見
文
字
の
所
立
で
あ
る
'
妙
明
心
中
'
更
に
何
物
か
有
ら

ん
と
言
わ
れ
る
意
を
'
六
租
の
偏
と
法
融
の
言
葉
を
引
い
て
護
と
す
る
｡
六
組
の
新
し
い
偶
が
延
蓑
の
い
う
ご
と
き
も
の
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
｡
今
'

そ
れ
を
直
接
に
確
か
め
る
文
献
は
な
い
｡
敦
塩
水
六
租
壇
経
よ
り
賓
林
停

(六
耐
俸
)

へ
の
襲
化
に
は
､
絶
観
論
の
意
が
加
わ

っ
て
､
そ
れ
が
菩
提

達
歴
の
本
宗
と
さ
れ
た
ら
し
い
､
心
銘
や
絶
翫
論
の
知
見
批
判
が
'
六
租
の
偏
の
第
三
句
を
本
来
無

一
物
に
襲
え
､
紳
秀
の
偏
と
き
わ
だ

っ
て
立
場

を
異
に
さ
せ
る
の
に
役
立

っ
た
の
で
な
い
か
t
と
推
定
す
る
に
す
ぎ
ぬ
｡
宗
密
の
況
絶
無
寄
宗
は
､
絶
観
論
を
南
宗
よ
り
も
低
い
も
の
と
す
る
､
こ

の
人
自
腹
の
哲
学
に
よ
っ
て
構
想
さ
れ
る
｡
言
-
な
ら
ば
､
牛
頭
宗
は
宗
密
に
よ
っ
て
況
絶
無
寄
宗
と
さ
れ
た
｡
そ
ん
な
根
操
と
な
る
の
が
'
絶
観

論
で
あ
る
｡
宗
密
が
入
理
緑
門
論
と
も
'
練
門
論
と
も
よ
ば
な
い
で
､
牛
頭
融
大
師
の
絶
観
論
と
よ
ぶ
所
以
で
あ
る
｡

(班
)

租
堂
集
三
､
宗
鏡
銀
九
十
七
㌧
俸
燈
銀
四
な
ど
に
'
四
粗
造
信
が
牛
頭
法
融
に
俸
え
た
と
い
う
心
要
を
記
銀
す

る

｡

そ
れ
は
､
宗
密
の
況
絶
無
寄

と
い
う
批
判
を
知

っ
て
い
て
'
こ
れ
に
答
え
る
意
味
を
も
つ
｡
常
然
'
六
組
壇
経
や
絶
観
論
よ
り
婆
展
し
た
も
の
と
な
る
｡
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
､

宗
租
の
言
葉
や
思
想
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
事
例
の

一
つ
で
あ
る
｡

夫
レ
百
千
ノ
妙
門
'
同
ジ
ク
方
寸

二
蹄

ス
｡
恒
沙
ノ
妙
徳
'
轟
ク
心
源

二
在
り
｡

一
切
ノ
定
門
'

一
切
ノ
慧
門
､
悉
ク
自
力
ラ
具
足
ス
｡
紳
通

妙
用
'
並
ど

こ
汝
ガ
心

二
在
り
｡
煩
悩
業
障
､
本
来
基
寂
'

一
切
ノ
果
報
'
本
来
自
力
ラ
有
り
｡
三
界
ノ
出
ヅ
可
キ
無
ク
'
菩
提
ノ
求

ム
可
キ

無
シ
｡
人
卜
非
人
-
'
佐
相
平
等
ナ
-
｡
大
道
虚
暁
'
思
ヲ
絶

シ
慮
ヲ
絶
ス
｡
如
是
ノ
法
'
汝
今
己

二
得
タ
-
､
更

二
闘
少
無

シ
､
悌
卜
殊
ナ

ル
無
ク
'
更

二
別
法
ノ
成
俳

ヲ
得
可
キ
無

シ
｡
汝
但
ダ
心

二
任

セ
テ
自
在
ナ
レ
'
親
行
ヲ
作

ス
コ
ト
莫
カ
レ
'
亦
停
心
ス
ル
コ
ト
実
力
レ
､
貴

噴
痴
ヲ
起
ス
コ
-
莫
カ
レ
'
愁
慮

ヲ
懐

ク
コ
ー
英
カ
レ
｡
蕩

々
無
碍
'
憲

二
任

セ
テ
縦
横
'
諸
善

ヲ
作
サ
ズ
'
諸
悪

ヲ
作
サ
ズ
､
行
往
坐
臥
'

嘱
目
遇
緑
'
惣

二
是

レ
併
ノ
妙
用
､
快
楽
無
憂
ナ
-
'
故

二
名
ズ
ケ
テ
悌
卜
馬
ス
｡



四
粗
造
倍
の
言
葉
は
'
傍
伽
師
資
記
に
俸
え
る
も
の
が
最
も
古
い
｡
師
資
記
は
､
違
倍
の
入
違
安
心
要
方
便
法
門
な
る
も
の
に
よ
る
｡
四
組
に
は

(51
)

別
に
'
菩
薩
戒
法

一
本
が
あ
っ
た
｡
昔
時
､
何
ら
か
の
形
の
道
信
の
語
銀
が
存
し
た
こ
と
は
疑
え
な
い
が
'
師
資
記
の
俸
え
る
四
租
の
言
葉
に
は
､

そ
こ
に
東
山
法
門
の
源
流
を
み
よ
う
と
す
る
'
北
宗
の
立
場
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
今
'
観
望
集
が
四
租
の
言
葉
と
す
る
も

の
に
も
､
上
に
考
察
す
る
牛
頭
宗
の
意
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
常
然
だ
ろ
う
｡
樗
伽
師
資
記
に
は
'
北
宗
の
租
と
し
て
の
理
想
化
が
あ
り
､
租
堂

集
に
は
牛
頭
宗
の
租
と
し
て
'
特
に
宗
密
の
況
絶
無
寄
と
い
う
批
判
に
答
え
る
何
か
が
加
わ
っ
て
い
る
｡
本
来
無

一
物
の
立
場
は
'
こ
こ
で
も
明
ら

か
に

一
貫
さ
れ
る
｡
そ
れ
ら
の
核
に
な
る
も
の
は
､
す
べ
て
絶
観
論
よ
り
出
て
い
る
わ
け
だ
｡

注
目
し
て
よ
い
の
は
､
宗
密
が
況
絶
無
寄
宗
の
l
涯
と
す
る
石
頭
の
こ
と
で
あ
る
｡
周
知
の
よ
う
に
､
石
頭
に
は
参
同
契

一
編
が
あ
り
'
別
に
草

(52
)

庵
歌
の
作
が
あ
る
｡
前
者
は
'
漢
の
魂
伯
陽
の
撰
､
周
易
参
同
契
の
名
を
便
り
て
い
る
｡

｢
竺
土
大
倦
心
､
東
西
哲

二
相
イ
付
ス
'
人
限

二
利
鈍
有

り
'
道

二
南
北
ノ
絶
無
シ
｣
と
歌
う
こ
の
作
品
は
､
石
頭
が
南
北
二
宗
の
外
に
あ
る
こ
と
と
'

一
切
の
親
行
を
絶
す
る
鮎
で
､
絶
観
論
や
菩
提
達
摩

無
心
論
の
婆
憩
と
共
通
す
る
こ
と
を
示
す
｡
後
者
の
無
心
論
が
'
末
尾
の
部
分
で
太
上
に
つ
い
て
論
ず
る
の
も
'
参
同
契
が
道
家
の
名
を
便
り
る
の

に
似
る
｡
宗
密
は
､
参
同
契
に
よ
っ
て
石
頭
を
況
絶
無
寄
宗
に
配
し
た
ら
し
い
｡
草
庵
歌
は
'
山
中
に
ひ
と
り
安
居
す
る
高
士
の
す
が
た
を
候
-
て
'

本
具
の
法
身
の
自
由
を
歌
う
｡
末
尾
の
一
句
'

｢
千
種
の
言
､
寓
敗
の
解
､
只
だ
君
を
長
に
不
味
な
ら
し
め
ん
と
要
す
､
庵
中
不
死
の
人
を
識
ら
ん

と
欲
せ
ば
､
豊
に
而
今
の
這
の
皮
袋
を
離
れ
ん
｣
の
ご
と
き
'
ど
こ
か
絶
観
論
以
上
の
も
の
が
あ
る
｡
さ
ら
に
又
'
租
堂
集
四
､
博
燈
鋒
十
四
の
石

(53
)

頭
の
葦
に
､
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
答
を
俸
え
る
｡

問
'
如
何
ナ
ル
カ
是
レ
解
脱
｡

師
日
ク
'
誰
力
汝
ヲ
縛
ス
ル
｡

問
､
如
何
ナ
ル
カ
是
レ
浄
土
｡

師
日
ク
､
誰
力
汝
ヲ
垢
ス
｡

間
､
如
何
ナ
ル
カ
是

レ
浬
集
｡

絶

観
論

と
そ

の
時

代



東

方

軍

報

師
日
ク
､
誰
力
汝

二
生
死
ヲ
輿

エ
シ
｡

第

一
の
問
答
は
､
宗
密
も
す
で
に
こ
れ
を
知

っ
て
い
る
｡
観
望
集
二
へ
俸
燈
銀
三
の
僚
喋
の
葦
に
も
'
ほ
ぼ
同
じ
問
答
が
あ
る
｡
本
来
の
立
場
よ

り
'
生
死
浬
巣
の
分
別
に
す
ぎ
ぬ
こ

と
を
示
す
の
で
あ
る
｡
石
頭
の
句
に
も
と
づ
い
て
､
時
代
を
湖
上
せ
し
め
た
も
の
に
す
ぎ
ま
い
｡
参
同
実
が
'

｢
事

二
執
ス
ル
ハ
元
ヨ
-
是
レ
迷
'
理

二
契
ウ
モ
亦
夕
懐

こ
非
ズ
｣
と
い
う
の
は
'
揖
絶
無
寄
の
意
で
あ
る
｡
石
頭
は
'
衝
撃
の
浬
薬
無
名
論
に
よ

(54
)

っ
て
道
を
得
た
と
言
わ
れ
る
｡
寓
物
を
合
し
て
己
と
な
す
も
の
は
唯
だ
聖
人
か
t
と
い
う

l
句
で
あ
る
｡
健
肇
の
言
葉
は
､
三
論
宗
の
探
る
と
こ
ろ

で
'
傍
伽
師
資
記
も
こ
れ
を
尊
重
し
て
い
る
｡
北
宗
よ
り
南
宗
､
牛
頭
宗
の
時
代
に
は
､
恰
肇
の
般
若
思
想
が
再
許
債
さ
れ
る
｡
牛
頭
宗
と
石
頭
は
へ

こ
の
鮎
で
も
共
通
す
る
も
の
を
も
つ
｡

ふ
た
た
び
'
租
堂
集
三
の
牛
頭
の
葦
に
も
ど
る
｡
牛
頭
山
で
ひ
と
り
親
行
し
て
い
る
法
融
を
た
ず
ね
て
'
遠
信
が
先
の
心
要
を
説
-
と
'
法
融
は

(55
)

言
下
に
徴
股
を
頓
返
し
､
永
-
朕
兆
を
亡
ず
る
｡
そ
し
て
'
次
の
間
答
と
な

る

｡

融
問
ク
､
心
銑

二
具
足
ス
｡
何
者
力
是

レ
心
'
何
者
力
是

レ
俳
｡

師
日
ク
'
心

二
非
ズ
ソ
バ
心
ヲ
問
ワ
ズ
'
心
ヲ
問
ウ

ハ
'
心
ナ
ラ
ズ
ン
､､ハ
非
ズ
｡

又
夕
問
ク
､
鑑

二
親
行
ヲ
許
サ
ズ
'
境
ノ
起
ル
時

二
於
テ
､
如
何
ガ
封
治
セ
ソ
｡

師
日
ク
､
境
線

ニ
ハ
好
醜
無

シ
｡
好
醜

ハ
心
ヨ
-
起
ル
｡
心
著
シ
強
イ
テ
名
ズ
ケ
ズ
ソ
バ
'
妄
情
何

二
従

ツ
テ
起
ラ
ン
｡
妄
心
既

二
起
ラ
ズ
'

異
心
過
ク
知

ル
ニ
任

ス
.
心

二
院

ッ
テ
自
在

ニ
シ
テ
､
復
夕
始
終
無
シ
｡
則
チ
常
住
法
身
無
有
壁
易
卜
名
ヅ
ク
｡

さ
い
ご
の
常
住
法
身
云
云
は
'
浬
集
経
の
句
で
あ
る
｡
牛
頭
の
意
と
す
る
と
こ
ろ
は
､
そ
ん
な
法
身
の
自
在
任
運
の
動
き
に
あ
り
､
そ
こ
に
は
妾

も
県
も
な
い
わ
け
だ
が
､
強
い
て
い
え
ば
展
性
で
あ

っ
て
'
宗
智
が
直
蘇
異
性
宗
と
す
る
も
の
と
､
何
の
ち
が
い
も
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
言
う
な
ら

ば
'
宗
密
は
白
か
ら
根
嬢
と
す
る
直
顕
異
性
の
立
場
を
宣
揚
す
る
た
め
に
､
こ
と
さ
ら
に
牛
頭
法
門
を
押
下
す
る
｡
す
-
な
-
と
も
'
絶
親
論
の
説

-
と
こ
ろ
､
必
ず
し
も
況
絶
無
寄
で
は
な
い
｡
す
で
に
'
直
蘇
異
性
の
意
を
含
ん
で
い
る
｡
先
に
い
う
よ
う
に
'
絶
望
集
は
右
の
問
答
に
つ
づ
い
て
'

道
信
が
法
融
を
印
可
L
t
汝
の
足
下
に
六
枝
を
出
す
べ
L
と
預
言
し
た
と
L
t
あ
ら
た
め
て
絶
観
論
の
問
答
教
則
を
あ
げ
る
｡
久
野
芳
隆
や
開
口
県



大
は
こ
れ
に
よ
っ
て
､
絶
観
論
の
撰
者
を
牛
頭
法
融
と
す
る
の
だ
が
､
今
は
そ
れ
も
ま
た
宗
密
に
よ
る
も
の
で
､
宗
密
の
沢
絶
無
寄
宗
の
構
想
が
､

の
ち
の
禅
宗
史
書
に
如
何
に
大
き
-
作
用
し
た
か
を
知
る

一
護
と
す
る
に
足
る
｡

宗
密
が
牛
頭
法
融
を
況
絶
無
寄
と
断
じ
た
こ
ろ
'
じ
つ
は
､
同
じ
牛
頭
に
封
し
て
､
す
で
に
各
藩
の
批
判
が
あ
っ
た
｡
も

っ
と
も
注
意
す
べ
き
は
'

南
泉
普
隣

(七
四
八
-
八
三
五
)
で
あ
る
｡
南
泉
は
馬
租
に
つ
ぐ
｡

(
56

)

俸
燈
錬
四
へ
牛
頭
法
融
の
葦
は
'
先
に
い
う
道
信
の
印
可
の
語
の
下
に
､
宗
密
の
沢
絶
無
寄
の
判
に
つ
づ
い
て
､
次
の
よ
う
に
注
し
て

い

る

｡

あ
る
健
が
､
南
泉
に
た
ず
ね
た
､
牛
頭
が
ま
だ
四
組
に
参
ぜ
ぬ
と
き
､
鳥
獣
が
華
を
-
わ
え
て
供
養
に
来
た
の
は
'
ど
う
し
た
こ
と
か
｡

南
泉
'
せ
っ
せ
と
､
僻

へ
の
階
程
を
の
ぼ
っ
て
い
た
ゆ
え
だ
｡

倍
'
参
じ
た
の
ち
'
ど
う
し
て
衆
な
-
な
っ
た
の
か
｡

南
泉
､
た
と
え
乗
な
-
と
も
､
俺
な
ら
も
う

一
歩
と
い
う
と
こ
ろ
だ
｡

南
泉
の
批
判
は
､
宗
密
の
そ
れ
を
超
え
る
｡
馬
租
に
は
じ
ま
る
全
鰹
作
用
が
､
中
国
係
数
を
襲
え
る
の
で
あ
る
｡
法
融
が
牛
頭
山
で
親
行
し
て
い

る
と
､
山
鳥
が
花
を
-
わ
え
て
供
養
に
来
る
と
い
う
話
は
､
宗
密
の
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
四
租
に
参
じ
て
そ
の
法
を
つ
ぐ
と
､
何
も
爽
な
-
な

っ
た
と
い
う
の
は
､
さ
ら
に
そ
の
上
を
ゆ
-
も
の
だ
が
､
南
泉
は
そ
れ
も
未
だ
L
と
す
る
｡
前
者
は
'
維
産
経
の
観
衆
生
品
に
､
天
女
が
諸
菩
薩
と

諸
弟
子
の
頭
上
に
華
を
降
ら
せ
る
話
や
､
の
ち
に
雪
饗
頒
古
第
六
別
で
'
須
菩
提
が
巌
中
で
入
定
し
て
い
る
と
'
諸
天
が
そ
の
心
境
を
め
で
て
花
を

(57
)

降
ら
せ
た
と
い
う
の
と
同
じ
-
､
有
無
の
見
に
堕
す
る
の
を
批
判
す
る
も
の
で
'
後
者
は
さ
ら
に
そ
ん
な
有
無
の
批
判
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
の
で

あ
る
｡
馬
租
以
後
の
人
々
は
､
す
で
に
牛
頭
法
融
や
宗
密
の
批
判
の
域
に
と
ど
ま
ら
ぬ
が
'
そ
う
し
た
話
頭
そ
の
も
の
は
､
好
ん
で
問
答
に
と
り
こ

む
｡
た
と
え
ば
'
租
堂
集
十
四
の
馬
組
の
章
に
'
あ
る
倍
が
死
に
臨
ん
で
鬼
俊
に
捕
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
が
､
馬
租
の
作
略
で
免
れ
る
話
が
あ
っ
て
'

(5

8
)

こ
れ
に
つ
い
て
の
あ
る
恰
と
あ
る
借
と
の
問
答
に
'
牛
頭
と
南
泉
の
名
を
引
き
あ
い
に

出

す

｡

南
泉
の
牛
頭
批
判
が
'
す
で
に
共
通
の
話
頭
と
な
っ

て
い
た
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
､
俸
燈
錬
四
に
嵩
岳
恵
安
に
つ
ぐ
破
竃
堕
の
葦
が
あ
っ
て
'
牛
頭
の
と
こ
ろ
か
ら
来
た

一
倍
と
の
問
答
を
俸
え
て
'
破
竃

絶
観
論

と
そ

の
時

代

三
八
九



東

方

畢

報

三
九
〇

(59
)

堕
が

｢
猶
オ
是
レ
未
ダ
四
租

二
見

エ
ザ
ル
時
ノ
道
理
ナ
-
'
見

エ
テ
後

ヲ
通
ジ
来
タ
レ
｣
と
判
じ
た
と
す
る
こ
と
だ
｡
破
竃
堕
は
､
八
世
紀
前
牛
の

(60
)

人
で
あ
る
｡

7
倍
と
の
問
答
は
'
事
案
と
す
る
と
宗
密
や
南
泉
に
先
立
つ
.
牛
頭
山
の
健
と
の
問
答
は
'
紳
合
銀
に
も
見
え
る
｡
普
時
'
そ
の
親
行

と
般
若
は
'
人
々
の
批
判
を
う
け
て
い
た
｡
六
粗
悪
忠
に
見
性
序
の
作
が
あ

っ
た
と
さ
れ
'
さ
ら
に
そ
の
三
世
に
皆
る
天
台
山
雲
居
智
が
華
厳
院
鰹

宗
と
見
性
成
俳
の
義
に
つ
い
て
問
答
し
て
い
る
の
は

(俸
燈
銀
四
)
'

こ
の
系
統
の
人
々
が
み
ず
か
ら
そ
の
批
判
に
答
え
た
も
の
と
い
え
る
｡

か
ね

て
論
じ
た
よ
う
に

(初
期
禅
宗
史
書
の
研
究

一
六

一
ペ
ー
ジ
)'
南
陽
忠
図
師
が
南
方
の
禅
客
と
問
答
し
て
､

先
尼
外
道

の
兄
と
断
じ
'

あ
わ
せ
て

壇
経
の
改
換
を
難
ず
る
の
も
'
や
は
-
牛
頭
宗
の

一
涯
を
相
手
ど
る
も
の
と
お
も
わ
れ
る
｡
臨
済
錦
の
勘
桝
で
'
若
き
義
玄
が
師
の
黄
壁
の
命
を
う

(61
)

け
'
篠
山
に
赴
い
て
問
答
す
る

一
段
の
ご
と
き
も
'
同
じ
趣
旨
の
も
の
と
み
て
よ
い
｡

以
上
で
､
絶
観
論
と
そ
の
時
代
に
つ
い
て
､
私
見
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
お
わ
る
｡
要
す
る
に
'
八
世
紀
の
中
ご
ろ
､
ダ
ル
マ
を
初
租
と
す
る
辞
の

連
動
が
洛
陽
よ
-
江
南

へ
と
ひ
ろ
が

っ
て
ゆ
-
に
つ
れ
て
'
そ
の
綱
要
吾
が
も
と
め
ら
れ
る
｡
常
初
は
あ
る
個
人
の
'
あ
る
涯
の
秘
博
の
書
で
あ

っ

た
六
組
壇
経
や
絶
観
論
が
､
そ
の
要
求
に
鷹
じ
て

一
般
化
さ
れ
て
-
る
｡
形
式

･
内
容
と
も
に
'
俸
書
の
要
求
は
ふ
-
ら
む
｡
ひ
ろ
が
-
は
､
チ
べ

ッ
-
や
日
本
に
お
よ
ぶ
｡
人
々
は
'
こ
の
本
に
ダ
ル
マ
の
宗
旨
を
も
と
め
'
さ
ま
ざ
ま
の
受
用
を
は
か
る
｡
宗
密
の
茎
見
批
判
も
そ
の

一
つ
'
南
泉

の
問
答
も
ま
た
そ
の

一
つ
で
あ
る
｡
注
意
し
て
讃
み
す
す
め
る
な
ら
'
こ
の
本
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
テ
ー
マ
は
､
何
ら
か
の
形
で
､
す
べ
て
が
馬
租

以
後
の
語
銀
に
聴
承
さ
れ
る
こ
と
が
判
る
｡

そ
れ
で
は
､
こ
の
本
は
､
そ
も
そ
も
何
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
か
｡

わ
た
く
L
が
も

っ
と
も
原
型
と
す
る
入
理
緑
門

一
巻
の
テ
キ
ス
ー
は
'
先
に
い
う
よ
う
に
十
五
段
よ
-
な
る
｡
さ
い
ご
に
'
弟
子
線
門
が
忽
然
無

音
裕
然
大
悟
L
t
入
理
先
生
は
こ
れ
を
印
可
し
て
い
-
'

｢
至
理
幽
微
'
文
字
有
ル
有

シ
'
汝
ガ
向
爽
ノ
所
問

ハ
皆
ナ
是

レ
量
起
心
生
ナ
ル
ノ
ミ
'

夢
､､､
テ
多
端
卜
謂
り
'
覚

メ
己
レ
.I(
無
物
ナ
リ
'
汝

ハ
世

二
流
通
セ
ソ
ー
欲
シ
'
問
ヲ
傾
名

二
寄
ス
'
請
り
若
'
麟

ヲ
収

メ
ヨ
｣
と
｡
こ
れ
が
'
絶

観
論
と
名
づ
け
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
こ
の
結
論
は
'
次
の
よ
う
な
最
初
の
序
に
ぴ
た
り
と
呼
麿
す
る
｡



夫
レ
大
道
神
慮
､
幽
微
寂
冥
'
心
ヲ
以
テ
合
ス
可
カ
ラ
ズ
'
言
ヲ
以
テ
詮
ス
可
カ
ラ
ズ
｡
今
且
ラ
ク
二
人
ヲ
立
テ
'
共

二
異
質
ヲ
談
ゼ
ソ
｡

本
来
は
無
用
の
問
を
立
て
'
無
語
無
視
の
答
え
を
か
え
す
の
で
あ
る
｡
し
て
み
る
と
'
弟
子
は
裕
然
大
悟
し
､
先
生
は
印
可
し
て
い
る
の
に
'
さ

ら
に
無
用
の
質
問
を
茸
し
た
り
､
蛇
足
を
加
え
た
-
す
る
こ
と
は
な
い
｡
先
に
い
う
テ
キ
ス
ト
3
の
三
蔵
法
師
菩
提
達
摩
和
尚
絶
観
論
や
'
4
の
謂

わ
ゆ
る
親
行
法
為
有
縁
無
名
上
土
集
の
末
尾
に
あ
る
附
錬
部
分
が
'
文
字
通
り
蛇
足
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
こ
の
本
が
ひ
ろ
-
流
俸
し

受
用
さ
れ
て
ゆ
-
う
ち
に
'
次
第
に
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
'
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
｡

以
下
'
最
古
の
入
理
緑
門
論
の
テ
キ
ス
ト
に
従

っ
て
'
十
五
段
の
趣
旨
を
追
う
こ
と
で
'
あ
ら
た
め
て
'
こ
の
本
の
常
初
の
面
目
を
み
ょ
う
｡

ま
ず
第

一
段
は
'
寂
と
し
て
言
説
し
な
い
先
生
に
勤
し
'
緑
門
が
忽
ち
起
て
問
う
｡

云
何
ガ
心
卜
名
ゾ
ケ
､
云
何
ガ
安
心
セ
ソ
｡

先
生
が
答
え
る
｡

汝

ハ
心
ヲ
立
ツ
ル
ヲ
須
イ
ズ
'
強
イ
テ
安
ズ
ル
ヲ
須
イ
ズ
､
安
卜
謂
り
可
シ
｡

こ
の
問
答
は
､

一
般
に
ダ
ル
マ
と
慈
可
の
安
心
問
答
と
よ
ば
れ
る
も
の
と
関
係
す
る
｡
安
心
問
答
は
'
租
堂
集
や
俸
燈
銀
で
完
成
す
る
の
だ
が
'

(62
)

そ
の
原
型
は
二
人
四
行
論
に
あ
る
｡

二
人
四
行
論
で
は
'
窓
可
と
あ
る
倍
の
問
答
で
､
し
か
も
似
た
も
の
が
二
つ
あ
る
の
も
し
ま
り
が
な
い
が
､
絶

観
論
が
さ
い
ご
に

｢
安
と
謂
り
可
シ
｣
の

一
句
を
加
え
る
の
は
'
こ
の
問
答
に
決
著
を
あ
た
え
て
い
る
｡
総
じ
て
'
入
理
緑
門

一
巻
は
問
答
往
復
の

語
気
に
す
ぐ
れ
る
'
馬
租
以
後
の
問
答
の
先
駆
を
な
す
と
い
え
る
｡

(63
)

賓
林
侍
に
'
恵
可
と
恰
寒
の
問
答
が
あ
る
｡
懐
憶
を
乞
う
恰
環
に
､
恵
可
は
懐
悔
す
べ
き
罪
を
出
せ
と
せ
ま
る
｡
安
心
問
答
の
築
展
で
あ
る
｡
あ

る

l
涯
は
'
そ
の
語
気
に
注
目
し
t

l
涯
は
そ
の
道
理
に
庄
肖
す
る
｡
先
に
い
う
'
石
頭
の
解
脱
問
答
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
.

第

一
段
は
'
さ
ら
に
す
す
ん
で
安
心
の
賓
陵
を
明
ら
か
に
し
､
離
念
と
無
念
の
ち
が
い
に
つ
い
て
論
ず
る
｡
常
時
'
北
宗
を
起
信
論
に
よ
る
離
念

(64
)

主
義
'
南
宗
を
無
念
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
｡
両
合
を
う
け
る
澄
観
の
誼
で
あ
る
｡
離
念
主
義
に
は
'
離
す
可
き
念
が
残
る
'
無
念
は
ず
ば
り
念
が

な
い
こ
と
で
あ
る
.
入
理
緑
門
論
は
'
そ
ん
な
無
念
を
前
提
し
っ
つ
'
｢無
念
ナ
レ
'''1
即
チ
無
心
へ
無
心
ナ
レ
､バ
即
チ
県
道
｣
と
い
い
､
｢無
心
ナ
レ

絶
観

論

と
そ

の
時

代



東

方

帆
.･

州仙

'''1
郎
チ
無
物
'
無
物
ナ
レ
バ
即
チ
天
県
､
天
馬
ナ
レ
.''1
即
チ
大
道
｣
と
も
答
え
､
無
念
無
心
が
大
道
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
｡
後
に
第

四
段
で
､
さ
ら
に
そ
ん
な
大
道
の
所
属
を
問
い
'

｢虚
茎
ヲ
道
本
ー
シ
'
参
羅
ヲ
法
用
ト
ス
｣
と
い
う
の
も
同
じ
趣
旨
で
あ
り
'
大
道
と
は
そ
ん
な

茎
理
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
と
り
わ
け
第

一
段
の
さ
い
ご
で
'
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
'
ど
う
す
る
こ
と
す
ら
な
い
と
い
う
の
は
'
茎
理
の
説
に
活
を
入

れ
る
も
の
だ
ろ
う
｡

第
二
段
は
'
聖
人
と
凡
夫
､
有
得
と
無
得
の
論
で
あ
-
､
亀
毛
兎
角
の
誓
え
が
引
か
れ
る
｡
先
に
い
う
組
堂
集
の
牛
頭
の
葦
に
引
-
の
も
こ
の

1

段
で
､
亀
毛
無
し
と
い
う
'
免
無
し
と
は
言
わ
ず
'
亀
と
は
大
道
で
あ
る
'
と
あ
る
の
は
､
歴
巻
と
い
っ
て
よ
い
｡
又
'
歴
史
的
に
も
､
無
得
正
観

を
宗
と
す
る
'
三
論
の
俸
統
が
こ
こ
で
纏
括
さ
れ
る
｡
三
論
宗
は
'
入
理
経
門
論
に
至
っ
て
集
大
成
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
｡
周
知
の
よ
-
に
'
ダ

ル
マ
が
南
北
に
俸
え
た
と
い
う
樗
伽
経
を
'
恵
可
の
法
系
と
は
別
に
'
南
天
竺

一
乗
宗
に
よ
っ
て
講
じ
た
人
に
法
沖
が
い
る

(績
高
僧
侍
一二
五
)0

そ
の
活
動
は
'
弘
忍
'
法
融
と
同
時
で
あ
る
｡
こ
の
人
も
'
三
論
宗
よ
り
出
て
い
る
｡
績
高
僧
侍
に
よ
る
と
､
ダ
ル
マ
は
虚
宗
を
法
と
し
た
｡
虚
宗

と
は
､
般
若
の
意
で
あ
る
｡
羅
什
に
つ
ぐ
曇
影
が
､
そ
の
中
論
序
に
い
う
と
こ
ろ
で
'
傍
輩
の
不
虞
茎
論
に
も
見
え
る
｡
羅
什
の
般
若
撃
は
'
三
論

宗
に
集
大
成
さ
れ
る
と
共
に
'
ダ
ル
マ
'
法
沖
に
樫
承
さ
れ
て
'
八
世
紀
の
末
に
絶
観
論
を
生
ん
だ
と
い
え
る
｡
絶
観
論
が
徹
底
し
た
茎
理
を
展
開

し
て
'
横
伽
を
終
発
と
す
る
所
以
だ
ろ
う
｡

と
-
わ
け
'
こ
の
段
の
さ
い
ご
の
と
こ
ろ
で
'
道
は

一
人
が
得
る
の
か
'
衆
人
が
得
る
の
か
'
各
々
得
る
の
か
'
共
に
総
じ
て
得
る
の
か
'
本
来

有
る
の
か
､
修
成
し
て
得
る
の
か
と
問
い
､
そ
の
す
べ
て
を
退
け
て
､

一
切
の
根
量
'
分
別
食
欲
を
離
る
と
断
ず
る
と
こ
ろ
'
い
か
に
も
無
得
正
観

の
極
意
に
せ
ま
る
も
の
が
あ
る
｡
こ
こ
に
は
､
の
ち
に
馬
組
に
よ
っ
て
強
力
に
展
開
さ
れ
る
､
｢遥

ハ
修
ヲ
須
イ
ズ
｣
の
論
の
新
芽
が
み
え
る
ほ
か
'

後
の
押
問
答
の
語
気
と
異
る
切
味
が
あ

っ
て
'
思
想
よ
-
賓
践

へ
の
移
行
の
趣
旨
が
看
取
さ
れ
る
｡

第
三
段
で
は
'
聖
凡
の
ち
が
い
を
'
見
聞
覚
知
の
有
無
に
つ
い
て
論
ず
る
｡
正
始
の
音
の
は
じ
ま
り
が
､
王
弼
と
何
畳
の
同
じ
問
題
提
起
で
あ
る

こ
と
を
想
起
し
て
い
い
｡
今
へ
聖
人
は
凡
夫
の
よ
う
な
見
聞
覚
知
を
も
た
ぬ
が
'

聖
境
界
な
き
に
は
あ
ら
ず
と
し
つ
つ
'

｢
活
性

ハ
見
難
イ
'
讐
況

シ
テ
知
ル
可
シ
｣
と
い
い
'
そ
こ
に
玄
光
や
陰
陽
の
例
を
あ
げ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡
玄
光
は
'
そ
の
蜜
膿
を
明
ら
か
に
し
得
な
い
が
'
道
家
の
読



の
よ
う
で
あ
る
｡

一
般
に
既
知
の
事
例
で
'
法
鮭
を
数
推
さ
せ
る
の
は
､
巧
妙
な
手
法
で
あ
る
｡

と
-
に
'
こ
の
一
段
で
注
目
さ
れ
る
の
は
'

荷
洋
画
合
の
知
覚
論
が
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
｡

｢無
念
線
上
に
白
か
ら
本
知
有
り
｣
と
い
い
'

｢
知
の

一
字
は
家
妙
の
門
｣
と
い
い
'
そ
の

｢宴
知
不
味
｣
を
説
-
の
は
'
殖
合
を
宗
と
す
る
宗
密
の
総
括
で
あ
る
｡
必
ず
し
も
紳
脅
そ
の
人
の
説

で
は
な
い
か
も
し
れ
ぬ
｡
し
か
し
'
紳
合
に
す
で
に
そ
ん
な
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
先
に
い
う
よ
う
に
､
心
銘
の
は
じ
め
に
'

｢
心
性

不
生
'
何
ゾ
知
見
ヲ
須
イ
ソ
'
本
無

一
法
､
誰
力
嚢
練
ヲ
論
ゼ
ソ
｣
と
あ
る
の
は
'
両
合
の
知
見
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
-
'
今
は
こ
の

一
段
で
､

道
を
鰹
と
せ
る
聖
者
の
見
聞
覚
知
が
'
眼
に
見
意
に
知
る
そ
れ
で
な
い
こ
と
t

l
切
の
根
量
を
絶
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
､
明
ら
か
に
殖
合

よ
り
出
で
て
､
紳
合
を
超
え
て
い
る
｡

第
四
段
は
'
道
本
と
法
用
の
論
で
あ
る
｡
道
本
は
'
先
に
い
う
法
鮭
で
あ
る
｡
宗
鏡
銀
九
十
七
や
心
肺
注
三
に
引
-
も
の
と
あ
わ
せ
て
'
こ
の

一

段
に
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
大
き
い
振
幅
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
本
に
よ
せ
る
人
々
の
関
心
が
'
多
-
こ
の
一
段
に
集
中
し
て
い
た
た
め
だ
ろ
う
｡
と
り

わ
け
､
宗
鏡
錬
九
十
七
に
の
み
あ
る
､
｢
野
則
聯
遊
法
界
'
巻
則
定
跡
難
尋
｣
の
二
句
は
'

こ
の
一
段
の
課
題
を
絶
括
す
る
｡

そ
れ
は
､
古
-
は
北

宗
の
大
乗
無
生
方
便
門
､
後
に
は
臨
済
録
に
も
見
え
て
､
唐
代
の
群
思
想
の
一
つ
の
型
を
な
す
｡
さ
ら
に
湖
れ
ば
'
康
僚
合
の
安
般
守
意
経
序
に
､

悦
惚
伐
俳
'
存
亡
自
由
､
大
禰
八
極
'
綿
貫
毛
厘
と
あ
る
の
も
同
じ
趣
旨
で
'
も
と
も
と
坐
禅
の
心
境
を
い
う
句
で
あ
っ
た
｡

い
ず
れ
の
敦
燈
本
に
も
な
い
こ
の
二
句
が
'
人
々
の
共
感
を
よ
ぶ
の
は
'
後
の
新
加
で
あ
る
発
操
と
も
考
え
ら
れ
る
が
､
こ
の

l
段
の
テ
ー
マ
で

あ
る
道
本
と
い
う
顎
悪
は
'
司
基
山
本
陣
の
偶
に
み
え

(租
堂
集
三
､
博
燈
錬
五
)､

わ
が
道
元
の
坐
辞
儀
に
も
綴
承
さ
れ
る
.

そ
れ
が
坐
禅
の
賓

践
に
個
有
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

又
'
こ
の
段
の
後
年
で
'
法
界
性
自
然
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
､
業
力
そ
の
も
の
に
及
ぶ
の
も
へ
係
数
の
寮
睦
に
個
有
の
課
題
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'

(65
)

曇
鷲
の
論
注
に
と
り
あ
げ
る
業
道
が
そ
れ
で
あ
る
｡
今
は
凡
夫
の
有
漏
業
と
聖
人
の
無
漏
業
を
､
共
に
自
然
の
業
力
と
し
､
そ
の
根
襟
と
し
て
樗
伽

の
意
生
身
の
句
を
引
-
の
も
斬
新
で
あ
る
｡

第
五
段
は
'
五
通
に
つ
い
て
の
議
論
で
'
い
ず
れ
も
外
道
の
説
と
断
じ
'
賓
相
の
理
を
知
ら
ぬ
も
の
と
し
て
'
徹
底
排
斥
す
る
の
が
特
徴
で
あ
る
｡

絶

観

論

と
そ

の
時

代



東

方

軍

報

紳
異
の
信
仰
と
共
に
受
用
さ
れ
た
俳
教
は
'
す
で
に
こ
こ
ま
で
奨
化
し
て
い
る
わ
け
だ
｡
紳
通
の
例
と
さ
れ
る
勝
意
の
話
は
'
諸
法
無
行
経
の
説
で

(66
)

あ
る
｡
こ
の
経
典
は
'
二
人
四
行
論
以
来
'
ダ
ル
マ
系
の
弾
着
の
あ
い
だ
に
害
こ
び
用
い
ら
れ
た
｡
善
星
比
丘
の
話
は
'
鐙
追
歌
や
臨
済
錐
に
も
登

こh
,

場
す
る
｡
共
に
'
融
通
や
畢
解
を
誇

っ
た
た
め
の
'
堕
獄
の
例
で
あ
る
｡
紳
通
を
批
判
し
'
道
を
求
め
る
こ
と
す
ら
理
降
と
す
る
費
憩
は
'
唐
代
中

(68
)

期
以
後
の
群
の
特
色
で
､
百
文
麿
銀
に
'
｢無
押
通
ノ
菩
薩

ハ
'
足
迩
ヲ
尋
ヌ
可
カ
ラ
ズ
｣
の
句
あ
り
'
百
丈
は
徹
底
し
て
併
向
上
人
を
求
め
る
｡

第
六
段
は
'
草
木
成
傍
と
不
殺
生
戒
の
問
題
で
あ
る
｡
無
心
と
有
心
の
差
で
'
結
業
か
否
か
が
決
ま
る
｡
文
珠
が
剣
を
執

っ
て
躍
曇
を
殺
そ
う
と

し
'
駕
窟
が
刀
を
か
ま
え
て
樺
迦
を
待
つ
話
は
'
こ
れ
も
又
た
古
文
､
黄
菓
'
臨
酒
の
語
銀
に
大
き
い
影
響
を
の
こ
す
｡
臨
済
が
僻
を
殺
し
租
を
殺

(69)

し
て
'
は
じ
め
て
解
脱
を
得
る
と
説
く
の
は
､
お
そ
ら
-
は
そ
の
登
展
で
あ
る
｡
も
と
も
と
'
文
殊
殺
俳
云
々
は
'
大
寒
積
経
や
大
小
乗
の
鳶
窟
魔

羅
俸
説
に
よ
る
も
の
だ
が
'
こ
れ
を
セ
ッ
-
に
す
る
硬
想
は
'
絶
観
論
が
最
初
で
あ
る
｡
宗
鏡
銀
十
四
に
'
南
陽
忠
図
師
と
あ
る
健
の
問
答
が
引
か

れ
て
'
こ
の
話
が
と
-
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
お
そ
ら
-
は
､
後
代
の
結
合
で
あ
る
が
'
南
陽
忠
図
師
が
草
木
成
俳
や
不
殺
生
戒
の
問
題
に
関
心
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
'
俸
燈
錦
二
十
八
や
組
堂
集
二
に
記
錦
が
あ
る
｡
草
木
成
傍
論
は
'
こ
の
時
期
に
お
け
る
中
国
俳
教
学
の
新
し
い
テ
ー
マ
の

一
つ

で
あ
っ
た
｡
古
-
は
修
築
が
天
地
同
根
'
寓
物

1
鰹
を
提
唱
し
て
か
ら
'
南
朝
系
の
浬
薬
学
に
椴
承
さ
れ
､
沖
合
'
意
思
'
大
珠
恵
海
の
語
銀
に
見

え
る
ほ
か
､
天
台
の
六
租
と
よ
ば
れ
る
湛
然
の
金
錦
論
は
'
そ
の
事
論
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
､
何
ら
か
の
保
件
を
つ
け
る
の
に
比
し
て
､
絶
観
論
の

説
は
､
徹
底
し
て
無
候
件
で
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
｡
草
木
成
俳
論
は
'
日
本
で
さ
ら
に
猶
白
の
展
開
を
と
げ
る
｡
最
澄
の
牛
頭
法
門
舷
承
問
題
を

考
え
あ
わ
せ
て
'
こ
の

一
段
は
と
-
に
興
味
あ
る
問
題
を
含
む
｡
健
肇
に
蹄
せ
ら
れ
る
賓
蔵
論
に
猶
白
の
草
木
成
俳
論
が
見
え
る
の
も
'
青
々
タ
ル

(70
)

翠
竹
悉
ク
是
レ
虞
如
云
云
の
句
が
'
つ
ね
に
遥
生
に
蹄
せ
ら
れ
る
の
も
こ
の
問
題
と
関
係
が
あ
ろ
う
｡

第
七
段
は
'
以
上
の
よ
う
な
畢
境
茎
の
理
が
'

一
切
の
色
､
自
語
の
中
に
讃
せ
ら
る
''(
-
'
若
し
こ
の
理
を
解
す
る
な
ら
'

1
切
の
修
護
を
憤
ら

ぬ
こ
と
を
明
か
に
す
る
｡
徹
底
し
た
茎
理
の
論
で
あ
る
｡
芸
は
不
覚
に
し
て
忽
ち
起
り
､
不
覚
に
し
て
忽
ち
動
-
｡
そ
の
窯
茎
鮭
中
に
は
へ

1
法
も

薫
を
う
け
る
も
の
は
な
い
｡
問
題
は
'
茎
を
茎
と
せ
ず

(あ
る
い
は
基
と
し
て
)'

有
惑
を
生
ず
る
こ
と
に
あ
る
｡

絶
観
論
は
､
こ
こ
で
も
警
職
で

そ
れ
を
読
-
｡
醇
と
理
､
手
の
翻
覆
が
そ
れ
で
あ
る
｡
酔

っ
た
か
ら
醒
め
る
の
で
'
醇
の
ほ
か
に
鰹
は
な
い
が
'
酔
が
そ
の
ま
ま
醒
で
は
な
い
｡
し



か
も
､
醒
め
て
し
ま
え
ば
'
酔
が
な
い
の
み
な
ら
ず
'
醒
も
な
い
｡
あ
た
か
も
'
掌
を
い
-
ら
か
え
し
て
み
て
も
'
手
で
あ
る
こ
と
に
ち
が
い
が
な

い
の
に
同
じ
｡
手
は
､
第
二
段
の
亀
で
あ
る
｡

第
八
段
は
'
説
法
教
化
の
問
題
｡
以
上
の
畢
毒
基
理
に
達
せ
ず
'
み
だ
り
に
他
人
を
読
-
こ
と
の
非
が
批
判
さ
れ
る
｡
方
便
智
と
は
'
茎
理
に
達

し
た
人
の
力
で
あ
る
｡
さ
も
な
け
れ
ば
､
十
善
五
戒
も
至
理
無
益
で
あ
る
｡
自
階
階
他
で
'
共
に
五
趣
を
免
れ
な
い
｡
五
乗
の
教
え
は
'
白
か
ら
を

差
別
す
る
も
の
で
'
聖
人
に
は
こ
の
説
が
な
い
｡
傍
伽
経
二
に
い
う
よ
う
に
､
衆
生
と
い
う
心
が
減
轟
す
る
な
ら
'
乗
も
な
け
れ
ば
乗
ず
る
も
の
も

(71
)

な
い
､
い
か
な
る
乗
の
建
立
も
な
い
と
こ
ろ
を
'
我
は

l
乗
と
説
-
｡
か
か
る
茎
理
の
徹
底
は
､
戒
の
賓
践
を
離
れ
る
と
無
意
味
と
な
る
｡
次
の
第

(72
)

十
段
で
'
五
戒
が
批
判
さ
れ
る
所
以
で
あ
り
､
チ
ベ
ッ
ト
宗
論
の
は
じ
め
に
'
同
じ
問
題
が
と
-
あ
げ
ら
れ
る
の
に
注
意
し
た
い
｡

第
九
段
も
'
前
段
に
つ
づ
-
｡
異
の
畢
遠
人
は
'
世
間
に
認
め
ら
れ
ぬ
｡
逆
に
'
世
に
有
馬
の
人
が
外
に
威
儀
を
現
じ
'
専
ら
事
業
を
精
に
L
T

世
の
男
女
に
親
近
さ
れ
る
｡
あ
た
か
も
､
姪
女
が
群
男
を
招
き
'
奥
内
が
家
蝿
を
集
め
る
よ
う
な
も
の
だ
｡
す
べ
て
'
名
相
に
す
ぎ
な
い
｡
｢名
相
｣

は
'
績
高
僧
博
の
窓
可
博
に
よ
る
と
､
恵
可
が
樗
伽
の
俸
統
に
つ
い
て
､
そ
の
四
世
の
と
き
に
名
相
に
轡
ず
る
と
預
告
し
た
と
い
う
､
そ
の
｢名
相
｣

に
ほ
か
な
ら
ぬ
｡

第
十
段
は
'
こ
の
本
の
歴
巻
で
あ
る
｡
ま
ず
'
維
摩
経
の
併
遺
品
に
'
菩
薩
は
非
道
を
行
じ
て
悌
道
に
通
達
す
る
と
あ
る
の
を
'
善
悪
無
分
別
の

意
で
あ
る
と
し
'
徹
底
し
た
無
我
と
無
事
に
つ
い
て
論
ず
る
｡
有
事
を
簡

(え
ら
び
す
て
)
て
無
事
を
取
る
の
は
'
非
道
を
行
ず
る
所
以
で
な
い
と

す
る
へ
弟
子
の
切
り
か
え
し
に
封
L
t
そ
の
賓
は
無
事
で
あ
る
の
に
'
汝
は
強
い
て
事
を
生
じ
て
い
る
'
何
た
る
事
か
と
叱
る
の
は
'
後
に
第
十
三

段
で
小
兄
の
見
と
い
う
の
に
潜
る
か
も
し
れ
ぬ
｡
つ
づ
い
て
'
殺
'
盗
'
姪
､
妄
語
の
四
戒
に
つ
い
て
'
徹
底
し
た
無
我
無
事
の
論
を
展
開
し
て
ゆ

く
○野

火
は
山
を
焼
き
'
猛
風
は
樹
を
折
る
｡
崖
崩
れ
で
獣
が
匪
殺
さ
れ
､
洪
水
に
虫
が
の
み
こ
ま
れ
る
｡
汝
の
心
が
こ
れ
と
同
じ
な
ら
'
人
も
亦
た

殺
す
べ
し
｡
も
し
猶
預
の
心
を
生
じ
て
､
生
を
兄
へ
殺
を
見
る
な
ら
'
中
有
の
心
は
蓋
き
ず
'
蟻
子
も
汝
の
命
を
縛
す
る
｡
こ
れ
が
'
殺
と
不
殺
の

き
め
手
で
あ
る
｡

絶
観
論

と
そ

の
時

代

三
九
五



東

方

撃

純

蜂
は
池
の
花
を
採
り
'

雀
は
庭
の
粟
を
つ
い
ば
む
｡
牛
は
洋
の
豆
を
-
い
'
馬
は
原
の
禾
を
-
う
｡
畢
責
､
他
物
の
解
を
も
た
ぬ
か
ら
'
山
岳
す

ら
も
ぎ
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡
さ
も
な
け
れ
ば
'
針
の
さ
き
'
糸
-
ず

一
つ
で
も
'
汝
の
首
を
し
ぼ

っ
て
奴
稗
と
す
る
で
あ
ろ
う

(･奴
婦
は
前
生
に

他
物
を
盗
ん
だ
報
い
と
す
る
章
憩
)｡
こ
れ
が
'
倫
盗
と
不
盗
を
分
つ
｡

天
は
地
に
お
っ
か
ぶ
さ
り
'
陽
は
陰
に
あ
わ
さ
る
｡
便
所
は
汚
物
の
た
れ
を
う
け
'
泉
は
帯
に
な
が
れ
こ
む
｡
心
が
こ
れ
と
同
じ
な
ら
'
行
為
は

す
べ
て
障
り
が
な
い
｡
情
を
動
か
し
分
別
を
生
ず
る
と
'
お
の
れ
の
妻
で
す
ら
心
を
汚
す
｡
こ
れ
が
姪
と
不
姪
の
差
で
あ
る
｡

も
の
を
言
っ
て
我
が
無
-
､
無
心
に
話
す
｡
聾
は
鐘
の
音
に
同
じ
-
'
息
は
風
に
ひ
と
し
い
｡
汝
が
そ
れ
と
同
じ
な
ら
へ
俳
と
い
っ
て
も
無
で
あ

る
｡
さ
も
な
け
れ
ば
'
念
俳
す
ら
妄
語
で
あ
る
｡
妾
と
不
妾
は
'
そ
こ
よ
-
分
か
れ
る
｡

以
上
の
議
論
は
'
い
ず
れ
も
讐
職
が
レ
ア
ル
で
'
封
話
に
活
気
が
こ
も
る
｡
第
六
段
に
い
う
草
木
成
俳
の
説
が
'
単
な
る
理
論
の
そ
れ
で
な
か
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
れ
だ
け
に
'
主
張
は
す
''(
て
き
わ
ど
い
｡
如
如
と
い
っ
て
も
'
す
で
に
襲
じ
終
る
'
す
''(
か
ら
-
異
類
中
に
行
-
べ
L
と
'

(73
)

南
泉
が
の
ち
に
弟
子
に
語
る
茎
気
が
よ
み
と
れ
る
｡

第
十

1
段
も
'
前
段
を
う
け
る
.
わ
が
身
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
､
具
鰻
的
に
ど
う
行
往
坐
臥
す
る
の
か
｡
弟
子
の
質
問
に
対
し
て
'
入
理
先

生
は
こ
こ
で
も
徹
底
し
た
無
我
無
心
の
論
を
展
開
す
る
｡
辞
師
は
坐

っ
て
い
て
'
あ
れ
こ
れ
と
思
慮
す
る
.
猛
風
は
乱
動
し
て
'
無
心
で
あ
る
の
に

ひ
と
し
い
｡
じ
つ
は
'
次
の
第
十
二
段
を
お
こ
す
議
論
で
あ
る
｡

第
十
二
段
は
､
無
心
の
遣
人
が
他
の
殺
害
に
あ
う
場
合
で
う
ち
ょ
う
ど
第
六
段
と
第
十
段
の
不
殺
生
が
裏
が
え
L
に
な

っ
て
い
る
｡
前
の
は
殺
す

側
'
今
は
殺
さ
れ
る
側
で
あ
る
｡
い
ず
れ
も
'
無
我
の
試
練
で
あ
る
｡
殺
す
相
手
に
､
ど
う
封
虞
す
る
の
か
｡

1
個
も
封
治
を
も
ち
い
ぬ
､
と
入
理

は
答
え
る
｡
し
か
し
'
草
木
と
ち
が

っ
て
､
人
は
喜
怒
哀
楽
の
情
が
動
き
は
し
な
い
か
｡
斬
ら
れ
て
実
-
の
は
､
杵
が
鐘
を
如
い
た
よ
う
に
'
自
然

に
聾
が
出
る
の
で
あ
る
｡
歯
を
-
い
し
ぼ

っ
て
忍
ぶ
の
は
'
か
え

っ
て
大
我
を
存
す
る
も
の
だ
と
'
入
理
は
説
-
｡
席
末
'
巌
頭
は
賊
難
に
遭
う
て

(74
)

命
終
す
る
｡
う
め
き
聾
が
'
四
万
十
里
に
き
こ
え
た
と
い
う
｡
聖
人
も
ま
た
窮
す
る
か
､
我
が
日
陰
が
求
道
の
は
じ
め
に
撞
著
し
た
難
問
で

あ

る

｡

絶
観
論
は
'
さ
ら
に
こ
の
段
の
さ
い
ご
で
'

一
切
法
無
我
な
る
こ
と
を
了
す
れ
ば
､
笑
す
る
も
笑
せ
ざ
る
も
'
動
も
不
動
も
共
に
道
理
に
合
す
る
'



何
の
妨
碑
も
な
い
と
む
す
ぶ
｡
上
乗
'
展
開
し
て
き
た
無
我
無
心
の
説
の
結
論
と
し
て
注
目
し
た
い
｡

第
十
三
段
は
､
滅
兄
の
大
士
の
生
き
方
を
論
ず
る
｡
滅
兄
と
は
､
先
に
い
う
無
心
の
道
人
の
こ
と
だ
ろ
う
｡
今
は
'
そ
の
任
連
騰
々
た
る
生
き
方

が
問
わ
れ
る
｡
専
精
持
戒
せ
ず
'
威
儀
懸
憩
な
ら
ず
'
衆
生
を
化
せ
ず
'
た
だ
任
運
障
々
た
る
は
何
ぞ
や
t
と
い
う
の
で
あ
る
｡
常
時
'
そ
ん
な
辞

(75
)

借
が
各
地
に
い
た
｡
騰
々
和
尚
と
よ
ば
れ
'
慨
嘆
と
よ
ば
れ
た
人
は
そ
の
代
表
だ
｡
外
は
騰
々
た
る
に
似
た
る
も
､
内
行
無
間
で
あ
る
と
'
入
理
は

答
え
る
｡
第
十

一
段
で
､
禅
師
は
静
か
に
坐

っ
て
い
て
'
あ
れ
こ
れ
と
思
慮
す
る
こ
と
を
や
め
ぬ
､
猛
風
が
乳
動
し
て
無
心
で
あ
る
に
ひ
と
し
い
と

い
っ
た
､
例
の
議
論
を
逆
韓
さ
せ
た
も
の
だ
｡
外
見
と
内
容
は
､
ち
が
う
の
で
あ
る
｡
但
だ
汝
の
兄
を
減
せ
よ
､
何
ぞ
他
の
生
ず
る
を
努
わ
さ
ん
と

は
､
ま
さ
に
禅
問
答
の
語
気
で
あ
る
｡
弟
子
の
い
う
自
益
損
他
は
､
求
道

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
こ
と
だ
ろ
う
｡
弾
着
は
'
つ
ね
に
か
く
見
ら
れ
た
｡
知
る

も
の
ぞ
知
る
､
行
じ
て
み
て
到
る
と
は
､
次
に
日
月
が
お
の
ず
か
ら
他
を
照
す
よ
う
に
､
方
便
計
校
す
る
こ
と
な
し
に
'
他
の
方
か
ら
自
然
に
化
せ

ら
れ
て
-
る
の
だ
と
い
う
伏
線
で
､
衆
生
を
化
せ
ぬ
弾
着
の
析
明
と
も
い
え
る
が
､
物
き
た
っ
て
名
づ
-
'
事
い
た
っ
て
療
ず
'
寓
有
を
緑
化
し
て
'

法
本
無
名
と
は
､
先
に
第
四
段
に
い
う
'
道
本
と
法
用
の
消
息
だ
ろ
う
｡

第
十
四
段
は
､
僻
'
道
'
変
化
､
常
任
の
定
義
で
あ
る
｡
す
べ
て
'
無
心
'
無
法
'
無
物
の
と
こ
ろ
よ
-
考
え
ら
れ
る
｡
相
封
的
な
定
義
を
排
-

の
で
あ
る
｡

一
切
衆
生
本
来
解
脱
と
い
う
こ
と
す
ら
'
す
で
に

一
つ
の
計
校
で
あ
る
｡
繋
縛
の
な
い
と
こ
ろ
に
'
ど
う
し
て
解
脱
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡

本
来
と
い
う
の
も
'
す
で
に
非
本
来
の
現
在
に
封
す
る
か
ら
で
､
本
来
の
本
来
は
､
異
賓
に
し
て
説
封
も
い
ら
な
い
こ
と
に
な
る
｡
し
た
が

っ
て
､

こ
こ
ま
で
-
れ
ば
､
問
う
こ
と
も
答
え
る
こ
と
も
な
い
｡
問
い
も
答
え
も
'
大
道
そ
の
も
の
の
動
き
で
あ
る
｡
綾
門
は
再
思
再
審
L
t
寂
然
と
し
て

無

言

､

l
法
の
微
塵
ば
か
り
も
封
認
す
べ
き
も
の
を
見
な
い
.
汝
は
今
'
晃
賓
の
理
を
見
た
る
に
似
た
り
と
'
入
理
は
い
う
｡

第
十
五
段
は
終
章
で
あ
る
.
綾
門
は
長
欺
し
､
聾
十
方
に
満
つ
.
忽
然
と
し
て
聾
無
-
'
硲
然
と
し
て
大
悟
す
る
｡
先
生
は
こ
れ
を
欝
し
'
至
理

幽
微
'
文
字
有
る
無
し
'
汝
が
向
乗
の
所
問
は
､
す
べ
て
量
起
心
生
で
あ
る
云
々
と
｡

ど
う
し
て
似
た
り
と
す
る
の
か
'
ど
う
し
て
正
兄
で
は
な
い
の
か
｡
緑
門
の
問
い
に
入
理
は
答
え
る
'
汝
が
見
る
所
､

一
法
も
無
い
の
は
外
道
が

形
を
隠
し
て
影
を
滅
す
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
'
汝
は
生
滅
の
兄
を
起
す
な
か
れ
｡
我
は
凡
夫
の
問
い
に
鷹
じ
て
答
え
た
に
す
ぎ
ぬ
｡
そ

絶
観
論

と
そ

の
時

代



東

方

軍

報

三
九
八

こ
で
'
緑
門
は
再
び
開
-
'
大
聖
如
来
は
'
ど
う
し
て
心
を
生
ず
る
こ
と
無
し
に
世
に
現
わ
れ
た
の
か
｡
如
来
は
命
轟
に
あ
ら
ず
し
て
'
ど
う
し
て

減
を
現
ず
る
の
か
｡
あ
た
か
も
太
平
の
世
に
'
瑞
草
が
練
生
す
る
ご
と
-
､
飢
荒
の
世
に
五
穀
が
線
滅
す
る
に
ひ
と
し
い
｡
如
来
は
物
を
愛
し
て
無

心
で
あ
る
'
相
手
が
強
い
て
悲
と
よ
ぶ
に
す
ぎ
ぬ
'
こ
の
理
を
了
す
れ
ば
､
衆
生
は
骨
身
即
如
来
で
あ
る
､
似
も
不
似
も
な
い
'
不
動
に
し
て
即
尾

で
あ
る
｡
三
聖
も
及
ぶ
こ
と
希
で
あ
る
｡
縁
門
は
こ
こ
で
長
欺
し
､
聾
十
方
に
滞
つ
｡
忽
然
と
し
て
音
無
-
'
裕
然
と
し
て
大
悟
す
る
｡
玄
光
浄
智
'

返
照
し
て
無
塵
で
あ
る
｡
先
生
も
ま
た
身
安
不
動
､
目
撃
無
言
'
四
方
を
顧
親
し
'
吋
吋
脚
噺
と
し
て
云
う
'
至
理
幽
微
'
文
字
有
る
無
し
云
々
｡

印
可
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
絶
観
論
は
終
る
｡

以
上
の
要
約
に
よ
っ
て
'
曽
初
の
絶
観
論
が
何
を
説
こ
う
と
し
た
か
が
判
る
｡
紳
合
以
前
の
眠
絶
無
寄
宗
で
は
な
-
て
'
両
合
を
経
過
す
る
般
若

主
義
が
基
調
で
あ
る
｡
時
代
か
ら
い
っ
て
も
'
こ
の
本
は
荷
津
宗
よ
り
は
洪
州
宗
の
展
開
を
導
-
位
置
に
あ
る
｡
す
で
に
見
た
よ
う
に
'
百
丈
'
黄

葉
'
臨
滑

へ
の
展
開
は
明
白
で
あ
る
｡
悟
性
論
や
血
脈
論
と
の
関
係
は
'
今
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
'
い
ず
れ
も
同
時
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

わ
が
平
安
末
期
､
悟
性
論
と
血
脈
論
お
よ
び
紳
秀
の
親
心
論

(破
相
論
)
の
三
種
が
達
磨
三
論
の
名
で

一
括
さ
れ
て
'
こ
れ
に
よ
る
日
本
達
磨
宗

の
動
き
が
､
鎌
倉
新
併
教
の
展
開
を
導
-
事
寛
が
あ
る
｡
牛
頭
法
門
と
よ
ば
れ
る
絶
観
論
は
'
す
-
な
-
と
も
日
本
で
は
'
そ
れ
ら
と
深
い
関
係
に

あ
る
｡
絶
観
論
が
唐
代
中
期
以
後
の
新
し
い
中
国
秤
の
動
き
に
､
大
き
い
関
わ
り
を
も
つ
事
情
も
'
ほ
ぼ
同
様
と
み
ら
れ
る
｡

最
澄
が
'
達
磨
付
法
牛
頭
山
の
法
門
を
承
け
た
群
林
寺
偶
然
に
つ
い
て
は
'
今
の
と
こ
ろ
そ
の
侍
を
明
ら
か
に
し
な
い
｡
俸
燈
銀
六
の
目
録
に
よ

る
と
､
馬
租
道

一
に
つ
ぐ
王
姥
山
備
然
の
名
が
あ
る
｡
王
姥
山
は
､
天
姥
山
と
い
う
の
が
正
し
い
｡
天
姥
山
は
'
天
台
山
の

l
峰
で
あ
る
｡
折
江
省

新
昌
肝
の
東
部
に
あ
-
'
東
は
さ
ら
に
天
台
華
頂
峰
に
つ
づ
き
'
西
は
沃
州
山
に
接
す
る
｡
最
澄
が
'
こ
の
人
よ
り
牛
頭
法
門
を
-
け
る
可
能
性
は

強
い
｡
俸
燈
錐
の
編
者
は
'
馬
組
の
弟
子
の
名
を
塔
す
こ
と
に
つ
と
め
る
傾
き
が
あ
る
｡
租
堂
集
で
嗣
法
不
明
の
人
々
の
大
牛
が
､
馬
組
下
に
列
し

て
い
る
｡
傾
然
が
馬
租
の
弟
子
と
さ
れ
る
の
も
'
そ
の

一
例
と
み
て
よ
い
｡
馬
組
に
つ
-
鵡
湖
大
義
の
碑
文
(葦
虞
厚
撰
'
全
店
文
七

一
五
)
に
よ
る

と
､
そ
の
入
寂
の
席
に
い
た
弟
子
の
筆
頭
に
傾
然
の
名
が
あ
る
｡
あ
る
い
は
'
馬
組
下
の
同
門
で
あ

っ
た
｡
常
時
'
牛
頭
宗
の
弟
子
が
馬
組
下
に
韓



じ
た
例
も
多
い
｡
天
姥
山
憤
然
が
絶
観
論
の
博
持
者
か
ど
う
か
'
も
と
よ
り
俄
か
に
断
じ
難
い
が
､
こ
の
本
が
馬
租
門
下
と
何
ら
か
の
関
わ
り
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
定
で
き
る
｡
宗
密
が
こ
の
本
に
よ
っ
て
牛
頭
辞
を
批
判
す
る
の
は
'
洪
州
批
判
の
意
を
あ
わ
せ
含
む
と
考
え
ら
れ
る
｡

わ
が
江
戸
時
代
の
初
期
､
津
庵
宗
彰
が
達
磨
の
安
心
法
門
に
注
を
つ
け
た
本
が
あ
る
｡
そ
の
｢若
亦
人
造

一
切
罪
'
自
見
己
之
法
王
'
即
得
解
脱
｣

の
下
に
'
洋
庵
は
次
の
よ
う
な
注
を
つ
け
る
｡

後
醍
醐
天
皇
､
大
燈
に
問
う
て
日
-
'
朕
即
位
し
て
よ
り
天
下
騒
乱
'
許
多
の
人
命
を
絶
つ
｡
罪
は
朕
に
蹄
す
る
や
｡
大
燈
答
え
て
云
-
'
崖

崩
れ
て
魚
死
す
'
其
の
崖
は
無
心
に
し
て
罪
を
得
'
君
若
し
無
心
の
法
を
得
ば
'
日
に
千
人
を
殺
す
も
へ
繊
毛
の
罪
無
し
｡

浮
庵
が
絶
観
論
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
､
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
が
な
い
｡
そ
の
俸
来
経
路
は
明
ら
か
で
な
い
が
'
こ
の
本
が
日
本
儒
教
の
融
俸
と
な
っ

て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
｡
親
鷲
が
往
生
の
僕
件
と
し
て
日
に
千
人
殺
せ
と
言
わ
れ
て
も
'
殺
す
か
殺
さ
ぬ
か
は
我
が
身
の
善
に
か
か
わ
ら
ぬ
業

で
あ
る
t
と
す
る
の
を
想
起
せ
よ
｡
般
若
は
'
徹
底
し
て
ラ
ジ
カ
ル
で
あ
る
｡

敦
燈
本
に
よ
っ
て
､
今
そ
の
全
貌
を
あ
ら
わ
し
た
絶
観
論
は
'
初
期
の
帝
文
献
と
し
て
は
最
後
の
車
展
段
階
に
腐
す
る
｡
注
目
す
べ
き
は
'
そ
ん

な
本
が
か
え

っ
て
日
本
や
チ
ベ
ッ
ト
に
最
初
に
俸
来
し
た
こ
と
で
'
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
併
教
受
容
の
奨
化
に
伴

っ
て
'
歴
史
の
表
面
よ
り
全
-
愛

を
治
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡

汰(1
)

最
澄
の
越
州
録

(大
正
五
五
1
1
〇
五
九
ト
)､
圭
峰
宗
密
の
圃
寛
経
大
疏
砂

十

1
之
下

(
記
績
蔵
本
四
五
三
C
)｡

租
堂
集
三
､
延
毒
の
宗
鏡
録
､
寓

善

同
蹄
集
､
心
賦
注
に
引
か
れ
る
絶
観
論
の

本
文
に
つ
い
て
は
本
論
三
七
八
ペ
ー
ジ
以
下
'
お
よ
び
小
稿
｢牛
頭
縛
の
思
想
｣

(印
度
嬰
併
敦
撃
研
究
十
六
の
一
)
参
照
｡

(
2
)

臥
輪
縛
師
看
心
法
は
'
鈴
木
大
拙

｢
碍
思
想
史
研
究
第
二
｣
第
七
篇
に
収
め
る
0

両
者
の
l
敦
を
指
摘
し
た
の
は
､
関
口
尾
大

｢達
摩
大
師
の
研
究
｣
第
二
葦
の

第
二

(
l
〇
七
ペ
ー
ジ
)
で
あ
る
｡

(3
)

｢
絶
観
論

の
本
文
研
究
｣

(七
五
ペ
ー
ジ
)
に
'
次
の
よ
う
な
国
儀
経
略
疏
上

絶
観
論

と
そ

の
時

代

之

一
の
文
を
引
い
て
お
い
た
｡

宗
趣
通
別
者
'
通
論
係
数
､
困
練
馬
宗
o
別
明
此
経
'
又
有
舵
別
｡
絶
以
心
境

茎
寂
'
覚
性
囲
滞
'
凡
聖
平
等
薦
宗
､
令
修
行
者
忘
情
等
悌
'
観
行
速
成
番
趣
｡

又
以
前
趣
馬
宗
'
令
惑
業
消
減
'
永
絶
輪
遇
へ
起
大
両
用
､
安
楽
自
在
為
趣
0

別
者
有
五
封
.

1
教
義
封
'
数
裸
馬
宗
'
義
意
馬
趣
｡
二
理
事
封
｡
翠
事
馬
宗
'

顕
理
馬
趣
｡
111境
行
封
'
理
境
為
宗
'
観
行
為
趣
〇
四
行
寂
封
'
観
行
為
宗
'

絶
観
馬
趣
.
五
寂
用
尉
'
絶
親
心
寂
薦
宗
､
起
大
両
用
馬
趣
｡
此
五
亦
是
従
前

起
後
'
漸
漸
相
由
臭
｡

(大
正
蔵
三
九
1
五
二
七
a
)

(4
)

大
正
蔵
八
五
-

一
四
二

一
も
｡

(5
)

上
山
大
唆
､
大
審
闘
犬
徳
三
蔵
法
師
沙
門
法
成
の
研
究

(東
方
撃
報
京
都
第
三

三
九
九
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(6
)

サ
ム
テ
ン
-
ク
ド
ン

の
原
文
は
'
次
の
如
し
'
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最

初
に

周

示

す

る
系

譜

(
三

五
七
ペ

ー
ジ
)
参
照
｡

荏
(1
)
を
み
ょ
｡

駒
津
大
学
禅
学
研
究
倉
編

｢
恵
能
研
究
｣
第

一
部
｡

小
稿

｢
牛
頭
縄
の
思
想
｣
参
照
｡

博
致
大
師
全
集

一
(
一
九
九
ペ
ー
ジ
)'
内
諾
俳
法
相
承
血
脈
譜
の
第

l
､

達

磨
大
師
付
法
相
承
師
師
血
脈
譜
の
末
尾
に
'
次
の
よ
う
に
い
う
｡
又
去
延
暦
末

年
'
向
大
唐
園
諦
念
､
更
受
達
磨
付
法
.
大
唐
貞
元
二
十
年
十
月
十
三
日
'
大

唐
図
台
州
唐
興
牌
天
台
山
禅
林
寺
倍
偶
然
'
俸
授
天
竺
大
庸
二
園
付
法
血
脈
井

達
磨
付
法
牛
頭
山
法
門
等
'
頂
戴
持
来
安
叡
山
蔵
｡

硲
藩
弘
､
日
本
係
数
の
開
展
と
そ
の
基
調
下

(
一
〇
七
ペ
ー
ジ
)
｡

近
時
整
理

さ
れ
た
金
棒
文
庫
の
押
籍
に
も
'
こ
の
系
統
の
も
の
が
多
い

(金

津
文
庫
資
料

全
書

一
)0

天
台
本
覚
論

(
日
本
思
想
大
系
9
)
に
収
め
る
諸
本
'
お
よ
び
解
説
を
み
よ
｡

鎌
倉
曹
係
数

(
日
本
思
想
大
系
15
)
'
中
世
禅
家
の
思
想

(同
16
)0

大
正
癌
七
十
六

(
五
三
八
C
以
下
)
'
沙
石
集

(
日
本
古
典
文
革
大
系
58
)
へ
中

世
禅
宗
史
の
研
究

(今
枝
愛
鷹
)
O

天
台
思
想
史

(安
藤
俊
雄
)､
日
本
悌
数
の
開
展
と
そ
の
基
調

(前
掲
)0

荘
(1
)
に
み
え
る
｡
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