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神

田

寺

記

念

公

開

講

座

「
書
物
と
日
本
仏
教
」
第

二

回

(
ニ
〇
〇
ニ
年
十
一
月
八
日
)

空

海

「
綜
藝
種
智
院
式
」

に
関
す
る
私
見

―

私
立
学
校
の
創
設
を
繞
つ
て
―

太田
次男

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
太
田
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
さ
さ
か
歳
を
と
り
ま
し
て
、
本
日
は
ど
ん
な
お
話
が
で
き
ま
す
か
、
ち
ょ
つ
 

と

心
も

と

な

い
気
が
い
た
し
ま
す
が
、
し
ば
ら
く
の
間
ご
清
聴
を
お
願
い
た
し
ま
す
。

お
手
元
の
プ
リ
ン
ト
と
、
そ
れ
か
ら
、
も
ぅ
一
つ
、
私
が
手
書
き
い
た
し
ま
し
た
醍
醐
寺
に
ご
ざ
い
ま
す
『性
霊
集
』
で
ご
ざ
い
ま
す
 

が
、
こ
れ
は
只
今
、
重
文
に
な
つ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
ぅ
ち
の
こ
こ
で
取
り
上
げ
ま
す
式
の
所
を
写
し
ま
し
た
。
こ
の
ニ
文
に
順
い
ま
 

し
て
お
話
し
を
申
し
上
げ
ま
す
。

最
初
に
、
平
安
時
代
に
お
け
る
代
表
的
な
仏
家
二
人
の
教
育
的
な
文
章
を
列
べ
ま
し
た
。

最

澄

「山
家
学
生
式
」

弘
仁
九
年
(
八
一
八
)
五
月
十
三
日
天
台
法
華
宗
年
分
学
生
式
一
首
 

同
年
八
月
二
十
七
日
 

勧
奨
天
台
宗
年
分
学
生
式
 

同
十
年
三
月
十
五
日
 

天
台
法
華
宗
年
分
度
者
回
小
向
大
式

—  33 —



〔天

台

.
初
度
ニ
名
(大
同
元
年
〈
八
◦
六
〉
)
〕

空

海
r綜

藝
種
智
院
式
」
(天
長
五
年
〈
八
二
八
〉
執
筆
)

〔弘
仁
十
四
年
〈
八
二
三
〉
東
寺
、
空
海
に
贈
ら
る
。
承
和
ニ
年
〈
八
三
五
.
空
海
没
年
〉
真
言
宗
年
分
度
者
、
初
度
三
名
〕

申
す
ま
で
も

な

く
、

一
つ
は
最
澄
の
「山
家
学
生
式
」
で
、
こ
の
ほ
う
は
そ
の
名
は
か

な

り

よ
く
一
般
に
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

も

う

一
つ
は
空
海
の
「綜
藝
種
智
院
式
」
で
、
こ
の
方
は
ど

う

い

う
も
の
か
、
あ
ま
り
一
般
に
名
前
は
知
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
 

二
人
は
奇
し
く
も
同
じ
と
き
に
、
中
国
に
遣
唐
使
船
に
乗
り
ま
し
て
入
唐
致
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
延
暦
二
十
三
年
(八
〇
四
)
の
こ
と
で
 

ご
ざ
い
ま
す
。
二
人
の
船
は
ば
ら
ば
ら
に
中
国
に
漂
着
し
ま
し
て
、
最
澄
の
ほ
う
は
着
き
ま
し
て
か
ら
す
ぐ
天
台
山
に
上
り
ま
し
て
、
多
 

く
の
所
で
天
台
や
密
教
の
勉
強
を
い
た
し
ま
し
て
、
九
力
月
後
に
日
本
に
帰
っ
て
参
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
天
台
宗
の
興
隆
に
非
常
に
努
 

力
い
た
し
ま
し
た
。

空
海
の
ほ
う
は
、
南
中
国
の
福
州
の
辺
に
着
き
ま
し
て
、
そ
こ
か
ら
遣
唐
大
使
と
一
緒
に
長
安
に
参
り
ま
し
て
、
当
時
世
界
最
大
の
都
 

市
で
あ
る
長
安
の
都
の
文
化
に
も
非
常
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
真
言
密
教
に
関
す
る
奥
義
を
そ
の
と
き
の
非
 

常
に
優
れ
た
僧
侶
の
恵
果
か
ら
受
け
ま
し
て
戻
っ
て
参
り
ま
す
。

こ
の
当
時
、
寺
院
で
は
毎
年
何
人
か
ず
つ
僧
侶
に
す
る
と
い
う
制
度
(年
分
度
者
の
制
)
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
制
度
は
も
と
 

も
と
旧
仏
教
の
ほ
う
か
ら
起
こ
り
ま
し
た
が
、
最
澄
も
大
同
元
年
か
ら
こ
れ
に
加
わ
り
ま
す
？

「山
家
学
生
式
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
際
の
三
つ
の
、
若
い
僧
侶
に
対
す
る
教
育
的
信
条
が
載
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

一
つ
 

目
は
、
普
通
六
条
式
、
二
つ
目
が
、
八
条
式
、
三
つ
目
が
、
四
条
式
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
最
澄
と
い
う
人
は
天
台
宗
を
確
立
す
る
と
 

い
う
こ
と
で
非
常
に
熱
心
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
た
め
に
特
に
三
番
目
の
天
台
法
華
宗
年
分
度
者
回
小
向
大
式
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
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小
乗
戒
を
巡
ら
し
て
大
乗
戒
に
向
か
わ
せ
る
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
為
に
旧
仏
教
の
人
た
ち
と
大
論
争
に
な
る
と
 

い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
最
澄
は
そ
の
ほ
か
に
も
、
宗
旨
上
の
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
論
争
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
 

た
が
、
空
海
は
、
後
ほ
ど
申
し
ま
す
よ
う
に
、
そ
う
い
う
こ
と
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
、
真
言
宗
の
年
分
度
者
 

は
初
度
は
空
海
の
没
年
と
い
う
よ
う
に
、
遅
れ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
空
海
と
申
し
ま
す
と
、
こ
の
人
は
、
今
で
い
う
私
立
学
校
の
最
初
の
設
立
者
だ
と
い
う
こ
と
を
一
般
に
誰
で
も
知
っ
て
お
り
ま
 

し
て
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
定
着
し
て
い
る
と
見
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
そ
の
設
立
の
根
拠
に
な
る
も
の
は
何
か
と
申
し
 

ま
す
と
、
た
だ
一
つ
、
「綜
藝
種
智
院
式
」
が
あ
る
だ
け
な
の
で
す
。
式
と
い
う
の
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
法
則
と
か
、
古
訓
で
は
「
の
り
」 

と
あ
り
ま
し
て
、
い
ま
で
い
え
ば
、
学
則
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「綜
藝
種
智
院
式
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
、
だ
か
ら
 

「綜
藝
種
智
院
」
と
い
^

S
t子

校
も
で
き
て
い
た
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
私
は
そ
の
「綜
藝
種
智
院
式
」
の
文
を
丁
寧
に
読
ん
で
み
ま
し
た
が
、
こ
の
式
の
文
だ
け
で
果
た
し
て
「綜
藝
種
智
院
」 

と
い
う
学
校
が
で
き
た
と
云
え
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
懐
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ほ
か
に
、
こ

の

「種
智
院
」
が
で
き
た
と
い
う
 

根
拠
に
な
る
有
力
な
資
料
が
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
た
だ
、
こ

の

「綜
藝
種
智
院
式

1—の
み
が
唯
一
の
資
料
だ
と
い
う
現
状
で
は
、
こ
れ
は
 

問
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
幸
い
、
こ
の
講
演
会
の
催
し
は
、
「書
物
と
日
本
仏
教
」
と
い
う
の
が
基
本
の
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
す
 

の
で
、
私
流
に
、
仏
教
の
書
物
と
い
う
も
の
は
ー
仏
教
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
—
、
こ
れ
を
本
文
上
か
ら
徹
底
的
に
検
討
し
た
上
で
 

使
わ
な
け
れ
ば
危
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、

r綜
藝
種
智
院
式
」
並
び
に
そ
れ
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
『
性
霊
集
』
と
、 

こ
の
二
つ
を
先
ず
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
き
よ
う
の
お
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

「綜
藝
種
智
院
式
」
と
い
う
一
文
は
.、
も
ち
ろ
ん
研
究
者
の
間
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
研
究
者
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
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る
わ
け
で
、
こ
こ
に
ご
ざ
い
ま
す
ょ
う
に
、
『論
集
空
海
と
綜
藝
種
智
院
式
弘
法
大
師
の
教
育
』
上

巻

(昭
和
五
十
九
年
十
一
月
刊
)
と
い
 

う
一
冊
の
本
が
で
き
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
、
戦
前
の
論
文
十
篇
、
戦
後
の
論
文
十
八
篇
と
い
う
も
の
が
載
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
 

中
の
戦
前
の
も
の
と
し
て
の
代
表
作
は
高
橋
俊
乗
氏
の
も
の
で
、
こ
れ
は
有
名
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
戦
後
の
も
の
と
し
て
は
、
東
大
 

の
史
料
編
纂
所
に
お
ら
れ
た
桃
裕
行
先
生
の
も
の
が
最
も
有
名
で
、
代
表
的
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

(前
)
高
橋
俊
乗
氏
(院
の
土
地
、
建
物
を
寄
附
し
た
藤
原
三
守
の
こ
と
を
、
空

海

が

「辞
納
言
」
と
誤
っ
た
こ
と
か
ら
)
「院
の
設
立

が
三
守
の
大
納
言
に
任
ぜ
ら
れ
る
以
前
に
出
来
た
事
件
で
あ
る
か
ら
、
院
設
立
の
後
何
年
か
経
つ
て
か
ら
式
序
を
書
い
て
文
章
に
ょ
る

形
式
に
整
へ
た
も
の
で
は
無
か
ら
う
か
。」

(後
)
桃

裕

行

氏

「俗
界
に
向
つ
て
華
々
し
く
開
か
れ
た
所
の
綜
藝
種
智
院
は
、
再
び
伝
法
会
と
い
ふ
僧
衆
の
み
の
教
育
機
関
へ
と

と
ぢ
こ
め
ら
れ
、
か
く
て
院
は
そ
の
設
立
二
十
年
内
外
に
し
て
そ
の
姿
を
没
し
て
了
つ
た
」
。

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、

r綜
藝
種
智
院
」
と

い

う
も
の
が
実
際
に
設
立
さ
れ
て
ず
っ

と
続
い
て
い
た
の
だ
と
さ
れ
ま
す
。
桃
先
 

生
な
ど
は
、
創
立
二
十
年
以
内
に
し
て
そ
の
姿
を
消
し
た
、
つ
ま
り
、
二
十
年
近
く
も
存
続
し
た
ん
だ
と
、
そ
う
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
 

ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
ど
な
た
で
も
簡
単
に
み
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
国
史
大
辞
典
の
類
を
幾
つ
か
見
ま
し
て
も
、
い
ず
れ
も
「種
智
院
 

式
」
と

い

う
文
の
方
で
は
な
し
に
、
「綜
藝
種
智
院
」
と

い

う
学
校
そ
の
も
の
が
項
目
と
し
て
採
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
年
表
類
を
見
て
み
ま
し
て
も
、
「綜
藝
種
智
院
式
」
が
執
筆
さ
れ
ま
し
た
の
は
天
長
五
年
(
八
二
八
)
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、 

こ
の
天
長
五
年
の
所
に
「綜
藝
種
智
院
」
が
創
設
さ
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
、
普
通
、
ど
の
年
表
に
も
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
に
 

こ

の

「綜
藝
種
智
院
」
は
天
長
五
年
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
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云
う
の
が
先
ず
問
題
に
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
、

r綜
藝
種
智
院
式
」
は

『性
霊
集
』
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
先
ず
、
こ

の

『性
霊
集
』
の
編
成
や
本
文
に
つ
い
 

て
検
討
す
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。

『性
霊
集
』
の
編
者
は
申
す
ま
で
も
な
く
弟
子
の
真
済
(
八
〇
〇
丨
六
〇
)
で
す
。
も
ち
ろ
ん
空
海
の
愛
弟
子
で
す
が
、
お
弟
子
さ
ん
 

の
格
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
第
二
番
目
の
弟
子
と
見
て
よ
ろ
し
く
、
仏
教
以
外
の
外
典
の
ほ
う
に
も
通
じ
て
い
る
相
当
の
学
力
の
あ
つ
た
 

人
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

書
物
の
内
題
下
に
「
西
山
禅
念
沙
門
真
濟
集
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
作
成
年
は
不
明
で
す
が
、
空
海
の
没
年
の
前
後
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

『性
霊
集
』
の
第
一
巻
の
最
初
の
所
に
編
者
の
か
な
り
長
い
序
文
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
「夫
其
詩
賦
哀
讃
之
作
、
碑
誦
表
書
之
 

制
、
所
遇
而
作
、
不
仮
草
案
、
纔
了
不
競
把
、
無
由
再
看
之
」
と
い
う
、
序
文
の
中
で
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
の
に
一
番
大
事
な
個
所
だ
 

け
を
い
ま
引
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
読
ん
で
見
ま
す
と
(夫
れ
其
の
詩
•
賦

.
哀

.
讃
の
作
、
碑

.
誦

.
表

.
書
の
制
、
遇
う
所
に
し
て
 

作
す
、
草
案
を
仮
り
ず
、
纔
に
了
る
に
競
い
把
ら
ざ
れ
ば
、
再
び
之
を
看
る
に
由
無
し
)
と
、
こ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
ま
 

し
て
、
弟
子
の
目
か
ら
見
ま
し
て
も
師
の
空
海
と
い
う
人
は
文
筆
に
非
常
に
優
れ
た
達
者
な
人
だ
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
は
じ
め
に
わ
か
 

り
ま
す
と
同
時
に
、
特
に
こ
こ
で
い
う
、
(纔
に
了
る
に
競
い
把
ら
ざ
れ
ば
、
再
び
之
を
看
る
に
由
無
し
)
と
い
う
一
節
は
注
目
し
な
け
 

れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。

今
ま
で
の
研
究
者
は
こ
の
箇
所
を
別
に
特
に
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
は
お
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
の
序
文
全
体
の
中
で
こ
の
箇
所
が
 

最
も
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
心
箇
所
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
つ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
真
 

済
の
編
者
と
し
て
の
自
分
な
り
の
表
現
が
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
先
生
、
そ
れ
頂
き
ま
し
よ
う
、
と
言
う
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
駄
目
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だ
、
駄
目
だ
、
と
い
う
よ
う
な
、
両
者
間
で
の
や
り
と
り
が
い
ろ
い
ろ
あ
つ
た
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
、
行
間
か
ら
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
ご
 

ざ
い
ま
す
。
『性
霊
集
』
と
い
う
著
作
集
は
、
編
者
は
真
済
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
質
的
に
、
主
体
的
な
編
集
は
む
し
ろ
、
や
は
り
 

空
海
自
身
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
な
い
で
し
よ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
入
れ
る
と
か
入
れ
な
い
と
か
い
う
、
そ
う
い
う
判
断
が
必
要
に
 

な
つ
た
と
き
、
空
海
そ
の
人
の
判
断
に
因
つ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
 

に
関
し
て
、
編
集
が
空
海
の
死
後
で
は
な
く
、
生
前
に
始
ま
つ
て
い
る
と
い
、っ
事
実
を
も
、
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
上
で
、
こ
こ
で
、
空
海
と
い
う
人
の
性
格
を
少
し
顧
り
見
ま
す
と
、
こ
の
人
は
自
己
に
対
し
て
非
常
に
厳
し
い
 

面
が
あ
る
こ
と
に
先
ず
気
付
き
ま
す
。

幾
つ
か
例
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
例
え
ば
二
十
四
歳
の
と
き
に
『三
教
指
帰
』
が
で
き
ま
す
が
、
こ
の
書
物
が
で
き
ま
し
て
か
ら
、
そ
 

れ
以
後
、
今
度
は
先
程
申
し
ま
し
た
中
国
に
留
学
す
る
ま
で
の
七
年
間
、
そ
の
間
の
こ
と
は
全
く
と
言
つ
て
よ
い
ほ
ど
わ
か
つ
て
お
り
ま
 

せ
ん
。
つ
ま
り
、
仏
教
に
関
し
て
根
本
的
に
大
切
な
こ
と
は
ど
れ
程
で
も
詳
し
く
書
く
こ
と
を
厭
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
、 

あ
ま
り
大
し
た
こ
と
で
な
い
こ
と
は
一
切
筆
に
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
か
な
り
顯
著
な
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
む
ろ
ん
そ
の
と
き
だ
け
で
は
な
し
に
、
例
え
ば
、
中
国
に
留
学
し
た
と
き
も
福
州
か
ら
長
安
に
行
く
間
、
途
中
の
こ
と
な
ど
、 

ほ
と
ん
ど
何
も
書
い
た
も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
皆
様
方
も
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
が
、
司
馬
遼
太
郎
が
空
海
の
こ
と
に
関
し
て
名
著
を
書
 

い
て
お
り
ま
す
が
、
や
は
り
、
長
安
に
行
く
間
の
こ
と
が
余
り
何
も
な
い
の
で
、
少
し
面
白
く
す
る
た
め
に
か
、
長
安
に
入
る
少
し
手
前
 

の
驪
山
を
越
え
る
所
で
橘
逸
勢
と
一
緒
に
「長
恨
歌
」
の
一
節
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
通
つ
て
い
つ
た
と
、
こ
う
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、 

実
は
そ
の
と
き
「長
恨
歌
」
は
ま
だ
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
、
残
念
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
。
司
馬
遼
太
郎
も
ち
よ
つ
と
お
遊
び
 

を
し
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
こ
と
も
し
た
い
く
ら
い
に
何
も
書
い
て
い
な
い
こ
と
が
お
分
り
に
な
り
ま
し
よ
う
。
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中
国
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
さ
ん
が
取
上
げ
て
有
名
に
な
っ
た
僧
侶
が
円
仁
で
す
。
こ
ち
ら
は
非
常
に
た
く
さ
ん
の
資
 

料
を
、
旅
行
作
家
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
に
書
い
て
お
り
ま
し
て
、
ラ
ィ
シ
ャ
ワ
ー
さ
ん
も
、
そ
の
中
に
は
ず
い
ぶ
ん
無
駄
な
 

こ
と
も
あ

る

と
も
評
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
無
駄
は
空
海
に
は
何
も
な
い
わ
け
で
す
。
そ
の
中
国
滞
在
中
の
生
活
を
み
ま
し
て
も
、 

例
え
ば
、
大
雁
塔
に
登
っ
た
だ
ろ
、っ
か
と
い
、っ
よ
、っ
な
こ
と
な
ど
も
、

一
切
わ
か
ら
な
い
と
い
う
よ
、っ
な
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
今
度
は
、
日
本
に
帰
っ
て
き
て
太
宰
府
で
し
ば
ら
く
の
間
上
京
を
待
て
と
言
わ
れ
て
い
る
期
間
が
ニ
年
ば
か
り
ご
ざ
い
ま
 

し
た
が
、
そ
の
間
の
こ
と
も
同
じ
く
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
ま
ま
の
状
態
で
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
重
要
な
こ
と
に
関
し
て
は
、
中
国
に
 

行
き
ま
し
て
も
、
大
使
の
代
わ
り
に
文
書
を
書
い
て
、
そ
れ
を
あ
ち
ら
側
に
提
供
し
た
結
果
、
そ
れ
が
非
常
に
効
果
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
 

と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
類
の
中
国
で
書
い
た
大
事
な
七
篇
の
も
の
は
す
べ
て
『性
霊
集
』
の
中
に
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
、っ
い

、っ
、 

事
の
軽
重
に
対
す
る
適
確
な
判
断
は
見
事
と
い
う
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も

う

一
つ
加
え
ま
す
が
、
空
海
と
い
う
人
は
相
手
に
対
し
て
い
つ
も
細
心
な
配
慮
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と

が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
前
 

に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
最
澄
は
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
旧
宗
派
の
人
た
ち
と
衝
突
を
い
た
し
ま
す
が
、
空
海
は
東
大
寺
ほ
か
ど
の
宗
 

派
と
も
仲
が
よ
ろ
し
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
む
ろ
ん
相
手
方
を
批
判
す
る
こ

と

も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
大
き
な
対
立
を
惹
 

起
し
た
こ

と

は
見
当
り
ま
せ
ん
。

そ
の
一
番
主
だ
っ
た
著
作
と
し
て
は
、
『秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
で
一
番
上
が
真
言
密
教
だ
と
 

言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
際
立
っ
た
反
対
意
見
も
出
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
相
手
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
配
慮
を
す
る
と
 

い
う
こ
と
と
、
自
分
に
対
し
て
極
め
て
厳
し
い
と
い
う
こ
の
両
面
が
こ
の
人
に
は
具
つ
て
い
た
と
申
せ
ま
し
よ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、
繰
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
先

程

の

(纔
に
了
る
に
競
い
把
ら
ざ
れ
ば
、
再
び
之
を
看
る
に
由
無
し
)
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と
い
う
、
先
生
、
そ
れ
頂
き
ま
す
と
い
う
と
き
、
す
ぐ
に
う
ん
う
ん
と
い
っ
て
、
で
き
た
作
品
を
次
々
と
渡
す
の
で
は
な
し
に
、
こ
れ
は
 

駄
目
だ
、
と
い
う
そ
の
選
択
が
非
常
に
厳
し
か
っ
た
に
相
違
あ
り
ま
す
ま
い
。
『性
霊
集
』
と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
真
済
が
十
巻
に
編
 

集
い
た
し
ま
し
た
。
同
時
に
、
そ
の
背
後
に
空
海
が
お
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
空
海
は
著
作
の
点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
先
程
触
れ
ま
し
た
 

通
り
、
『秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
初
め
た
く
さ
ん
の
仏
教
関
係
の
著
作
が
あ
る
と
同
時
に
、
皆
様
方
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
例
え
ば
、 

『文
鏡
秘
府
論
』
と
か
、
そ
れ
か
ら
、
『篆
隸
万
象
名
義
』
と
い
う
よ
う
な
、
わ
が
国
で
最
初
の
中
国
の
漢
字
に
関
す
る
辞
書
類
も
あ
り
ま
 

す
。
『文
鏡
秘
府
論
』
は
、
中
国
で
の
高
度
の
文
学
論
の
資
料
が
多
数
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
そ
う
い
う
仏
教
以
外
の
学
術
 

書
が
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
重
ね
て
申
し
ま
す
が
、
空
海
の
文
学
全
集
と
い
う
の
に
当
た
り
ま
す
の
が
、
こ
こ
で
、
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
『性
霊
集
』 

で
ご
ざ
い
ま
す
。
『性
霊
集
』
と
い
う
の
は
、
こ
の
人
の
文
学
全
集
で
あ
る
と
い
え
ま
す
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
『拾
遺
雑
集
』
と
い
う
の
 

と

『高
野
雑
筆
集
』
と
い
う
の
が
、
規
模
は
大
き
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
似
た
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
れ
に
せ
よ
『性
霊
 

集
』
が
や
は
り
文
学
全
集
と
し
て
は
中
心
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
前
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
体
、
こ
の
種
の
本
と
い
う
も
の
は
作
 

者
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
編
集
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
『性
霊
集
』
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
は
空
海
が
生
き
て
い
 

る
な
か
で
、
弟
子
に
で
き
た
作
品
を
渡
し
て
、
そ
れ
で
編
集
が
行
わ
れ
た
と
い
、っ
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
、っ
い
た
し
ま
す
と
、
編
者
は
 

確
か
に
真
済
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
主
体
性
は
空
海
そ
の
人
が
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
駄
目
だ
、
こ
れ
は
い
い
と
い
う
判
断
が
常
に
働
い
 

て
編
纂
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
た
し
ま
す
と

、

こ
れ
は
重
要
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
『性
霊

集
』
と

い

う
文
集
は
十
卷
と

い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、 

そ
の
十
巻
以
外
に
、
そ
の
編
集
過
程
で
『性
霊
集
』
に
載
ら
な
か
っ
た
作
品
、
つ
ま
り
、
空
海
が
載
せ
る
の
を
拒
ん
だ
作
が
い
ろ
い
ろ
あ
っ
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た
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
私
は
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ

の

『性
霊
集
』
に
あ
る
事
故
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
い
つ
の
こ
と
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
十
巻
あ
っ
た
う
ち
の
七
 

巻
以
後
、
つ
ま
り
八
、
九
、
十
の
三
巻
が
い
つ
し
か
亡
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
現
在
は
真
済
の
編
集
し
た
原
『性
霊
集
』 

は
七
卷
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
次
に
そ
の
補
い
と
し
て
の
「補
闕
抄
」
の
こ
と
に
移
り
ま
す
。

「補
闕
抄
」
の
こ
と
及
び
そ
の
編
者
に
つ
き
ま
し
て
は
、
補
闕
抄
第
十
の
尾
に
日
く
「此
集
第
八
以
来
零
落
年
久
、
仍
拾
先
聖
美
言
、 

補
三
軸
闕
文

\

干
時
承
暦
三
年
(
一
〇
七
九
)
仲
冬
上
旬
愚
昧
芯
蒭
濟
暹
記
」
又

日

く

「
零

落

年

深

不

知

何

没

本

无

今

有

已

有

 

還
无
…
幸

適

窺

得

先

聖

美

言

祖

師

遺

冊

為

補

闕

文

続

列

篇

末

」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

補
闕
抄
は
仁
和
寺
の
済
暹
(
一
〇
二
五
—

一
一
一
五
)
と
い
う
人
が
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
こ
れ
を
編
集
い
た
し
ま
し
た
。
前
の
文
を
訓
 

み
ま
す
と
、
補
闕
抄
第
十
尾
に
日
く
、
(此
の
集
第
八
以
来
、
零
落
年
久
し
く
、
仍
て
先
聖
の
美
言
を
拾
つ
て
、
三
軸
の
闕
文
を
補
ふ
、 

時
に
承
暦
三
年
〈
一
〇
七
九
〉
仲
冬
上
旬
、愚
昧
の
芯
蒭
濟
暹
記
す
)
と
あ
り
、
更
に
又
日
く
 
(零
落
年
深
く
し
て
何
に
か
没
せ
る
と
 

も
知
ら
ず
本
无
く
し
て
今
有
り
己
に
有
り
て
還
て
无
し
…
幸
に
適
先
聖
の
美
言
を
祖
師
の
遺
冊
に
窺
ひ
得
て
闕
文
を
補
は
ん
 

が
為
に
篇
末
に
続
き
列
ね
た
り
)
と
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
承
暦
三
年
と
は
、
空
海
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
百
四
十
四
年
後
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
遙
か
後
に
な
っ
て
、 

三
巻
分
に
も
な
る
遺
文
を
集
め
て
、
そ
し
て
こ
れ
を
三
巻
の
補
闕
と
し
て
補
っ
て
、
改
め
て
計
十
巻
に
復
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
後
 

補
の
三
巻
の
所
は
今
ど
う
名
付
け
ら
れ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

r續
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
」
第
八
巻
、
第
九
巻
、
第
十
巻
と
あ
っ
 

て
、
續
遍
照
発
揮
性
霊
集
の
補
闕
抄
と
い
う
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の
補
闕
抄
三
巻
の
内
容
が
、
真
済
に
よ
る
原
編
の
三
巻
と
ど
う
係
わ
っ
て
い
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
済
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暹
は
、
こ
れ
は
原
三
巻
の
復
元
で
あ
る
と
は
一
言
も
言
っ
て
い
な
い
こ
と
に
先
ず
注
意
す
べ
き
で
す
。
も
と
あ
っ
た
も
の
を
後
に
見
つ
け
 

出
し
て
、
そ
れ
を
拾
い
蒐
め
て
、
三
卷
と
し
て
補
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
し
に
、
(本
无
く
し
て
今
有
る
)
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
元
 

と
は
違
う
も
の
が
三
巻
に
蒐
め
ら
れ
、
そ
れ
が
補
闕
抄
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
ふ
う
に
済
暹
は
述
べ
て
い
る
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

済
暹
は
ま
た
、
別

に

『弘
法
大
師
御
作
目
録
』
と
い
う
の
を
つ
く
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
中
に
も
「綜
藝
種
智
院
式
」

一
巻
と
し
て
、 

こ
こ
で
も
こ
れ
を
載
録
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
自
分
が
探
し
出
し
た
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
意
嚮
が
多
分
に
働
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 

と
、
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

以
上
で
、
『性
霊
集
』
と

『補
闕
抄
』
に
関
す
る
基
本
的
な
こ
と
は
終
り
ま
す
。

こ
こ
で
、
改

め

て

「綜
藝
種
智
院
式
」
の
こ
と
に
戻
り
ま
す
が
、
こ
の
式
の
一
文
が
『性
霊
集
』
の
ど
の
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
か
と
 

申
せ
ば
、
実
は
済
暹
が
補
い
ま
し
た
補
闕
抄
の
卷
十
に
載
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
補
闕
の
卷
十
に
載
っ
て
い
る
と
い
う
 

こ
と
は
、
前
の
真
済
に
よ
る
原
七
卷
お
よ
び
亡
失
三
巻
に
は
元
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
注
意
し
て
検
討
し
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
新
た
に
、
真
済
の
原
十
巻
の
中
に
こ
の
式
の
一
文
が
果
た
し
て
あ
っ
 

た
の
か
否
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
先

ず

『性
霊
集
』
の
原
七
巻
、
つ
ま
り
、
済
暹
の
で
は
な
し
に
、
真
済
に
よ

る

原
の
七
巻
を
取
上
げ
ま
す
。
い
ま
、
七
卷
ま
 

で
の
各
巻
の
内
容
を
順
序
に
従
っ
て
挙
げ
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

巻
第
一
詩
四
篇
歌
(詩
)
ニ
篇
興
(詩
)
ー
篇
雑
言
ー
篇
詞
(韵
文
)

巻
第
二
碑
三
篇

巻
第
三
表
一
篇
詩
ニ
篇
詩
并
表
一
篇
詩
并
状
ー
篇
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卷
第
四
表
十
三
篇
啓
(書
簡
)
四
篇
表
并
詩
ー
篇
遺
言
ー
篇
 

巻
第
五
書
三
篇
啓
四
篇
 

卷
第
六
達
嘲
ー
篇
願
文
八
篇
 

卷
第
七
願
文
十
一
篇
達
嘲
ー
篇

第
一
巻
か
ら
五
巻
ま
で
と
、
六

巻

•
七
巻
に
な
り
ま
す
と
、
内
容
が
異
な
り
、
六
巻
は
達
哦
ー
篇
願
文
八
篇
で
、
達
哦
と
い
う
の
は
 

願
文
と
似
た
よ
う
な
も
の
。
そ
し
て
第
七
巻
は
、
願
文
十
一
篇
達
哦
ー
篇
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
こ
の
第
七
卷
迄
の
編
成
を
見
ま
し
て
感
じ
ま
す
こ
と
は
、
大
体
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
編
者
は
外
典
に
も
通
達
し
、
当
 

然
、
日
本
の
詩
文
集
に
も
詳
し
い
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
い
う
書
物
の
編
集
の
形
式
と
い
う
も
の
を
、
こ
こ
で
真
済
も
と
つ
た
に
違
い
 

な
い
。
詩
と
か
文
章
と
か
い
う
も
の
を
巻
頭
か
ら
収
め
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
第
五
巻
で
そ
う
い
う
も
の
が
一
応
終
わ
つ
て
お
り
ま
す
。 

第
六
卷
以
後
は
、
達
嘲
と
か
願
文
と
か
の
類
と
、
そ
れ
か
ら
、
空
海
が
中
国
の
詩
人
と
交
流
し
た
、
そ
の
相
手
方
の
詩
を
載
せ
て
い
る
と
 

い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
先
の
序
文
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
第
五
巻
を
見
て
み
ま
す
と
、
書
三
篇
、
啓
四
篇
と
な
つ
て
お
り
ま
 

す
が
、
こ
の
三
篇
と
四
篇
は
全
て
空
海
が
中
国
で
書
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
ま
さ
し
く
、
そ
の
分
の
載
録
を
編
者
に
求
 

め
、
こ
れ
で
文
篇
は
終
る
の
だ
と
表
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
巻
な
ど
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
編
集
に
執
筆
者
自
身
の
 

意
向
が
相
当
反
映
し
て
い
る
と
い
、っ
事
実
を
如
実
に
示
し
て
い
る
個
所
と
い
え
ま
し
よ
う
。
詩
文
を
収
め
る
の
が
こ
の
五
巻
で
終
わ
つ
て
 

い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
ず
こ
こ
で
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
、
こ
こ
で
作
品
作
成
の
時
間
的
な
係
わ
り
で
す
が
、
高
野
山
大
学
の
密
教
文
化
研
究
所
か
ら
、
こ
れ
が
現
在
で
 

は
一
番
新
し
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
『定
本
弘
法
大
師
全
集
』
が
刊
行
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
第
八
卷
(
平
成
八
年
刊
)

の
中
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に

『性
霊
集
』
が
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
全
集
に
載
録
さ
れ
て
い
る
作
品
の
内
容
を
研
究
所
の
方
た
ち
が
作
成
時
の
点
で
検
討
し
た
結
 

果
、
天
長
六
年
以
降
(種
智
院
式
が
で
き
た
の
は
天
長
五
年
)
の
も
の
が
第
八
卷
以
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
て
お
 

り
ま
す
0

そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
第
七
巻
ま
で
だ
け
で
は
な
く
、
八
、
九
、
十
巻
に
も
、
つ
ま
り
、
最
終
的
に
『性
霊
集
』
の
中
に
式
の
文
が
収
 

め
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
す
れ
ば
、
空
海
も
そ
の
編
集
に
深
く
関
与
し
た
と
思
わ
れ
る
原
十
巻
の
『性
霊
集
』
中

に

「種
智
院
式
」
は
載
録
さ
れ
て
な
か
っ
た
 

と
見
る
こ
と
が
略
$
確
認
さ
れ
た
と
云
え
ま
し
よ
う
。

こ
こ
に
き
て
、
繰
り
返
し
申
し
ま
し
た
が
、
(纔
に
了
る
に
競
い
把
ら
ざ
れ
ば
、
再
び
之
を
看
る
に
由
無
し
)
と
い
う
一
句
が
い
ろ
い
 

ろ
の
形
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
改
め
て
、
こ
の
こ
と
が
頭
を
過
ぎ
る
の
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
『性
霊
集
』 

に
こ
の
式
の
一
文
を
収
め
る
こ
と
を
空
海
自
身
が
拒
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
空
海
に
と
っ
て
主
要
な
作
品
を
収
め
た
『性
霊
集
』
十
 

巻
の
中
に
な
ぜ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
文
学
作
品
と
し
て
は
三
つ
の
書
物
が
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
『性
霊
 

集
』
が
一
番
重
要
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
す
。
そ
の
最
も
重
要
な
文
集
の
中
に
、
こ
の
式
の
一
文
が
入
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
 

の
意
味
を
ど
う
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
、
私
は
色
々
と
考
え
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
で
確
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
『性
霊
集
』
が
で
き
た
と
き
に
は
式
の
一
文
は
そ
こ
に
は
な
く
て
、
そ
の
二
百
四
十
四
年
後
の
「
補
 

闕
抄
」
に
な
っ
て
初
め
て
、
こ
の
一
文
が
人
間
に
出
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
更
に
話
を
進
め
ま
し
て
、
そ
れ
で
は
、
空
海
が
な
ぜ
式
の
一
文
を
『性
霊
集
』
に
収
め
さ
せ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
 

題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
種
の
こ
と
は
、
こ
う
こ
う
い
う
わ
け
で
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、
何
か
関
係
資
料
が
残
っ
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て
い
る
な
ど
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
こ
れ
を
解
く
鍵
は
、
専
ら
種
智
院
式
の
文
自
体
を
綿
密
に
検
討
し
て
み
る
と
い
う
こ
 

と
以
外
に
は
な
い
だ
ろ
う
と
、
私
は
見
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
次
に
、
「種
智
院
式
」
と
い
、っ
文
は
一
体
ど
、っ
し
て
書
か
れ
た
の
だ
ろ
、っ
か
。
式
一
文
執
筆
の
直
接
的
な
動
機
と
い
う
も
の
 

を
考
え
て
み
ま
す
。
こ
れ
は
皆
様
方
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
前
大
納
言
藤
原
三
守
(七
八
五
—
八
四
〇
)
が
院
勤
め
を
す
 

る
こ
と
に
な
つ
て
自
分
の
家
屋
敷
、
邸
宅
と
い
、っ
も
の
は
も
、っ
要
ら
な
く
な
つ
た
。
そ
こ
で
空
海
に
こ
れ
を
寄
付
を
す
る
と
い
、っ
こ
と
に
 

な
っ
た
の
で
す
。
ニ
町
余
の
土
地
、
五
間
の
屋
舎
、
こ
う
い
う
も
の
が
院
の
建
設
用
に
寄
贈
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
先
ず
ご
ざ
い
ま
す
。

中
国
に
留
学
し
た
僧
侶
で
、
中
国
の
学
校
制
度
を
み
て
、
学
校
が
た
く
さ
ん
あ
る
、
こ
れ
は
大
事
な
こ
と
だ
、
日
本
で
も
そ
う
い
う
こ
 

と
を
実
現
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
意
見
を
持
っ
た
人
は
ほ
か
に
い
た
で
し
よ
う
か
。
先
程
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
空
海
と
い
う
人
は
仏
 

家
で
あ
る
と
同
時
に
、
非
常
な
優
れ
た
学
者
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
学
校
制
度
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
も
い
ち
早
く
目
を
向
け
る
力
を
持
っ
 

て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
人
が
実
際
に
中
国
に
行
っ
て
み
て
、
中
国
に
は
い
ろ
い
ろ
学
校
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
誰
で
も
が
勉
強
が
で
 

き

る

よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
日
本
で
は
大
学
が
一
つ
あ
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
こ
と
で
は
困
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
日
本
に
戻
つ
 

て
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
学
校
と
い
う
も
の
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ず
つ
と
心
の
中
で
は
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
 

と
い
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
と
き
に
、
予
て
か
ら
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
藤
原
三
守
(
こ
の
人
の
妹
が
冬
嗣
の
夫
人
)
が
た

ま

た

ま
事
が
あ
っ
て
土
地
 

と
家
屋
を
寄
贈
し
た
。
藤
原
冬
嗣
が
建
て
た
藤
原
氏
の
学
校
で
も
一
町
余
の
土
地
し
か
な
い
有
様
で
す
。
で
す
か
ら
、
相
当
広
い
。
こ
れ
 

は
空
海
に
は
思
い
も
か
け
な
い
大
変
な
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
、
想
像
も
出
来
な
い
よ
う
な
大
変
な
贈
り
物
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
種
智
院
式
の
最
初
の
所
に
序
文
に
当
た
る
所
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
所
を
読
ん
で
み
ま
す
。
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「貧
道
有
意
済
物
、
竊
庶
幾
置
三
教
院
、

一
言
吐
響
、
千
金
即
應
」
(貧

道

〈空
海
〉
物
を
済
ふ
に
意
有
り
、
竊
に
三
教
院
を
置
ん
こ
 

と
を
庶
幾
ふ
、

一
言
響
を
吐
く
と
き
、
千
金
即
ち
應
ず
)
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
ら
す
ぐ
そ
れ
に
応
ず
る
人
が
い
た
。
こ
う
い
う
わ
 

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
教
に
於
け
る
済
物
の
思
想
と
、
中
国
留
学
に
よ
り
長
安
で
の
諸
学
校
設
置
の
実
態
を
見
聞
し
、
わ
が
国
 

で
も
そ
の
設
置
を
叶
え
た
い
と
い
う
長
年
の
思
い
が
こ
こ
で
思
い
が
け
ず
俄
か
に
叶
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

「本
願
忽
感
、
樹
名
日
綜
藝
種
智
院
、
試
造
式
記
日
」
(本

願
忽
に
感
ず
、
名
を
樹
て
、
綜
藝
種
智
院
と
日
ふ
、
試
に
式
を
造
る
記
に
 

日
く
)。
と
、
こ
う
続
く
わ
け
で
す
。
土
地
と
建
物
が
寄
付
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
非
常
な
喜
び
様
で
、

一
言
言
っ
た
ら
こ
れ
に
す
ぐ
 

応
じ
る
者
が
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
驚
き
と
意
外
感
を
込
め
た
表
現
を
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
、
「試
に
式
を
造
っ
て
」
と
い
う
個
 

所
を
み
て
、
や
は
り
私
は
単
純
な
言
葉
で
は
な
し
に
、
喜
び
い
さ
ん
で
、
ひ
と
つ
今
ま
で
の
年
来
の
希
望
を
、
試
案
と
し
て
、

一
挙
に
吐
 

き
出
そ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
式
の
一
文
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

先
程
の
高
橋
さ
ん
は
、
空
海
が
三
守
の
こ
と
を
、
中
納
言
を
辞
し
た
と
あ
れ
ば
時
間
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
空
海
 

に

と

っ

て
何
時
も
云
い
慣
れ
た
言
葉
が
そ

の

ま

ま
使
わ
れ
た
と

と

る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

う

い

う

 

言
い
慣
れ
た
言
葉
と
、
そ
れ
か
ら
、
(試
に
式
を
造
り
て
記
し
て
日
く
)
の
中
の
こ
の
「試
」
の
一
字
。
ま
ず
年
来
の
思
い
を
、
と
に
か
 

く
こ
こ
で
一
遍
に
吐
き
出
し
た
と
い
う
の
が
、
こ
の
式
の
一
文
で
は
な
か
ろ
う
か
と
私
は
見
て
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
端
的
に
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
か
ら
学
校
を
造
ろ
う
と
い
う
思
い
で
す
が
、
「造
り
ま
す
」
と
確
定
的
に
い
う
の
で
は
な
し
に
、 

「
こ
れ
か
ら
学
校
を
造
り
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
、
未
来
に
向
っ
て
な
が
ら
は
っ
き
り
し
た
意
向
が
こ
こ
で
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
。 

今
ま
で
の
人
は
、
こ
れ
を
直
ち
に
「造
り
ま
す
」
と
い
う
ふ
う
に
と
っ
て
、
そ
の
結
果
、
こ
の
文
章
が
そ
の
ま
ま
、
結
局
、
学
校
が
で
き
 

た
と
い
う
文
意
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
私
は
こ
れ
は
飽
迄
も
試
案
で
あ
っ
て
、
今
ま
で
の
希
望
が
、

一
部
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分
、
こ
こ
で
パ
ッ
と
叶
え
ら
れ
た
の
で
、
今
ま
で
の
心
の
中
に
あ
っ
た
も
の
を
吐
き
出
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
文
章
全
体
の
テ
ン
 

ス
は
未
来
形
で
読
む
べ
き
と
い
う
こ
と
も
注
意
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
漢
文
で
は
テ
ン
ス
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
は
簡
単
に
は
参
り
 

ま
せ
ん
が
、
こ
の
文
に
は
現
在
形
は
全
然
な
い
と
私
は
み
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
式
の
文
の
内
容
を
順
序
に
整
理
し
て
示
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
と
、
次
の
よ

、っ
に
な
り
ま
す
。

お
手
元
に
ご
ざ
い
ま
す
も
う
一
つ
の
式
の
文
章
の
方
を
お
開
き
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(資
料
)
續
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
卷
第
十
。
前
に
も
触
れ
ま
し
た
が
、
只
今
、
こ
れ
は
重
文
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
事
情
に
よ
 

り

こ

の

r性
霊
集
』
は
外
に
は
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
但
し
、
斯
道
文
庫
が
設
置
さ
れ
た
年
、
つ
ま
り
昭
和
三
十
 

六
年
に
醍
醐
寺
に
伺
い
ま
し
て
写
真
を
撮
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
寺
の
許
可
を
得
ま
し
て
、
今
お
配
り
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
文
頭
の
所
か
ら
八
行
目
ま
で
が
ー
種
の
序
文
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

式
の
文
と
い
え
ば
、
前
に
も
述
べ
ま
し
た
通
り
、
式
と
い
う
の
は
則
、
学
則
を
示
す
わ
け
で
す
か
ら
、
関
係
の
内
容
を
き
ち
ん
と
書
く
 

の
が
本
来
で
す
が
、
こ
の
文
で
は
、
最
初
の
所
に
か
な
り
長
々
と
寄
贈
さ
れ
た
ニ
町
余
の
土
地
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
 

い
う
所
に
、
土
地
を
寄
付
さ
れ
て
そ
の
喜
び
を
隠
し
き
れ
な
い
空
海
の
姿
と
心
の
内
が
こ
こ
に
あ
り
あ
り
と
見
え
て
ま
い
り
ま
す
。
全
体
 

と

し

て

、
こ
の
式
の
文
は
固
い
も
の
で
は
な
し
に
、
喜
び
い
さ
ん
で
試
案
を
つ

く

っ
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
風
情
が
全
体
に
窺
え
る
よ

う

 

に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
最
初
に
わ
ざ
わ
ざ
長
々
と
、
こ
の
寄
付
さ
れ
た
土
地
は
真
に
い
い
所
だ
と
い
う
こ
と
を
華
麗
 

な
文
章
で
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
最
初
の
所
で
ご
ざ
い
ま
す
。

序
の
次
に
、
今
度
は
、
順
序
に
従
っ
て
、
項
目
毎
に
述
べ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

r

毗訶
方
袍
、
偏
翫
仏
経
、
槐
序
茂
廉
、
空
耽
外
書
」
(

毗訶

〈寺
院
の
音
写
語
〉
の
方
袍
〈僧
侶
〉
偏
に
仏
教
を
翫
び
、
槐
序
の
茂
廉
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〈大
学
で
儒
学
を
学
ぶ
人
〉
は
空
し
く
外
書
に
耽
る
)。
僧
侶
は
仏
教
の
こ
と
だ
け
し
か
知
ら
な
い
。
大
学
に
学
ん
だ
人
は
外
典
し
か
知
 

ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
批
判
的
に
言
つ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
、
空
海
以
外
に
は
仲
々
書
け
な
い
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
、
「肆
、
建
綜
藝
種
智
院
、
普
蔵
三
教
、
招
諸
能
者
」
(
肆

に

、
綜
藝
種
智
院
を
建
て
、
普
く
 

三
教
を
蔵
め
て
、
諸
の
能
者
を
招
か
ん
と
す
)。
三
教
と
い
う
の
は
、
顯
教
、
密
教
、
そ
れ
か
ら
、
儒

教

(外
典
)
、
こ
の
三
つ
を
指
し
ま
 

す
。
仏
教
の
中
の
二
つ
と
、
そ
れ
か
ら
、
儒
教
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ら
を
学
べ
る
学
校
を
つ
く
り
た
い
と
、

一
挙
に
年
来
の
考
え
か
 

ら
院
設
立
へ
の
思
い
へ
と
馳
せ
ま
す
。

次
に
、
院
設
置
へ
の
第
三
者
の
疑
念
、
問
、
(過
去
の
施
設
は
)
「皆
有
始
無
終
、
人
去
跡
穢
」
。
答

「多
類
者
難
竭
、
寡
偶
者
易
傾
、 

今
所
願
者
、

一
人
降
恩
、
三
公
勠
力
、
諸
氏
英
貴
、
諸
宗
大
徳
、
与
我
同
志
、
百
世
成
継
」

当
然
、
院
設
置
へ
の
第
三
者
の
疑
念
が
生
じ
ま
す
。
こ
れ
は
第
三
者
の
疑
念
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
る
い
は
空
海
の
自
 

問
自
答
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
思
つ
て
お
り
ま
す
。
第
三
者
の
疑
念
が
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
そ
の
問
い
と
し
て
は
、
今
ま
で
 

そ
う
い
う
も
の
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
も
、
過
去
に
於
て
は
(皆
始
め
有
れ
ど
も
終
り
無
く
、
人
去
り
て
跡
穢
れ
た
り
)
と
い
う
ふ
う
に
、 

跡
は
う
ま
く
い
か
な
か
つ
た
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
の
に
う
ま
く
い
く
の
か
と
い
う
よ
う
な
質
問
を
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
(類
多
き
と
き
は
竭
き
難
く
、
偶
寡
な
き
と
き
は
傾
き
易
し
、
今
願
ふ
所
は
、

一
人
恩
を
降
し
、
三
公
力
を
勠
せ
、 

諸
氏
の
英
貴
、
諸
宗
の
大
徳
、
我
と
志
を
同
じ
く
せ
ば
、
百
世
ま
で
に
継
ぐ
こ
と
を
成
さ
ん
)
と
答
え
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
一
節
と
い
 

う
も
の
は
今
後
に
向
け
て
の
願
望
の
表
現
で
あ
る
と
い
え
ま
し
よ
う
。
こ
の
点
で
い
え
ば
、
(
一
人
恩
を
降
し
)
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
つ
 

て
、
三

公

(朝
廷
の
最
高
官
)
な
ど
、
そ
う
い
う
最
上
層
の
人
々
を
は
じ
め
と
し
て
、
寺
院
に
仏
教
の
み
で
は
な
く
て
、
外
典
も
教
え
る
 

よ
う
な
学
校
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
果
し
て
、
み
ん
な
が
力
を
合
わ
せ
て
協
賛
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
疑
念
が
こ
こ
に

_  4。一



生
じ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
に
か
く
、
(今
願
ふ
所
は
)
と
い
う
ふ
う
な
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
希
望
が
こ
 

こ
に
あ
り
ま
し
て
も
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
取
り
上
げ
て
み
る
だ
け
で
、
こ
れ
は
実
際
に
は
、
な
か
な
か
難
し
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
 

は
な
か
ろ
う
か
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
少
く
と
も
、
着
手
に
は
未
だ
程
遠
い
段
階
と
い
え
ま
し
よ
う
。

先
程
、
最
澄
に
は
あ
あ
い
う
非
常
に
厳
し
い
お
弟
子
さ
ん
を
鍛
え
る
た
め
の
文
章
が
で
き
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
は
空
海
に
は
ほ
か
 

に
何
も
な
い
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
ち
よ
う
ど
弘
仁
十
四
年
(
八
二
三
)
に
東
寺
が
嵯
峨
天
皇
か
ら
空
海
に
授
け
ら
れ
た
、
そ
の
と
き
に
、 

五
十
人
の
僧
侶
を
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
、
そ
う
し
て
そ
の
人
た
ち
に
対
し
て
、
真
言
密
教
閨
係
の
こ
れ
だ
け
の
仏
典
を
勉
強
す
る
の
だ
 

と
い
う
リ
ス
ト
が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
空
海
に
よ

る

一
つ
の
教
育
論
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
だ
け
は
真
言
の
僧
侶
と
し
て
必
要
な
も
の
と
 

さ
れ
、
普

通

「
三
学
録
」
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
う
具
体
的
な
方
向
が
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
、っ
も
の
と
は
ま
た
別
に
、
こ
の
式
の
一
文
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
 

は
、
仏
教
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
わ
け
で
、
空
海
自
身
に
し
て
み
れ
ば
、
寧
ろ
当
り
前
と
も
い
え
る
一
つ
の
理
想
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
は
 

お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
儒
仏
の
併
学
と
い
う
こ
と
が
、

一
体
ど
こ
ま
で
理
解
で
き

た

ろ

う
か
、
ま
し
て
進
ん
で
儒
学
を
も
学
ぶ
僧
侶
が
ど
 

れ
程
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
私
は
そ
れ
に
対
し
疑
念
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

又

問

「
国
家
広
開
庠
序
、
勧
励
諸
芸
、
霹
靂
之
下
、
蚊
響
何
益
」
。
答
、
(中
国
の
実
情
を
述
べ
)
「今
建
此
ー
院
、
普
済
瞳
朦
、
不
亦
 

善
哉
」
(国
家
広
く
庠
序
を
開
き
、
諸
芸
を
勧
励
す
、
霹
靂
の
下
、
蚊
響
何
ん
が
益
か
あ
ら
む
)。
学
校
を
開
こ
う
と
し
て
も
、
既
に
大
学
 

が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
諸
芸
を
勧
め
て
い

る

。
霹
靂
の
下
、
蚊
の
響
き
の
よ

う

な
小
さ
な
学
校
が
で
き
て
も
、
大
学
が
あ
る
の
に
そ
ん
な
 

も
の
が
要
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
意
見
が
出
そ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
へ
の
答
え
と
し
て
、
先
に
申
し
ま
し
た
中
国
の
実
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
(資
料
)
種
智
院
式
で
申
し
ま
す
と
、
十
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九
行
目
の
所
に
ご
ざ
い
ま
す
。

r大
唐
城
坊
ミ
置
間
塾
、
普
教
童
稚
、
縣
た
開
郷
学
広
導
青
衿
、
是
故
才
子
満
城
藝
士
盈
国
、
今
是
華
城
但
有
一
大
学
無
有
閭
塾
、
是
 

故
、
貧
賤
子
弟
無
所
問
津
、
遠
坊
好
事
往
還
多
疲
」
(大
唐
の
城
に
は
坊
々
に
閭
塾
を
置
て
普
く
童
稚
を
教
へ
、
縣
々
に
郷
学
を
開
て
 

広
く
青
衿
を
導
く
、
是
の
故
に
才
子
城
に
満
て
藝
士
国
に
盈
て
り
、
今
是
の
華
城
〈京
都
〉
に
は
但
一
つ
の
大
学
の
み
有
り
て
間
塾
有
 

こ
と
無
し
、
是
の
故
に
、
貧
賤
の
子
弟
は
津
を
問
ふ
に
所
無
し
、
遠
坊
の
好
事
は
往
還
す
る

に

疲
る

る

こ

と

多

し

°

中
国
で
の
実
地
見
聞
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
長
安
に
は
多
く
の
学
校
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
か
か
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
 

こ
と
で
、
中
国
の
実
情
と
の
比
較
の
上
で
「今
建
此
ー
院
」
を

(今
、
此
の
ー
院
を
建
つ
)
と
読
ん
で
し
ま
，っ
と
、
も
、っ
で
き
て
い
る
こ
 

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
が
、
漢
文
の
読
み
方
と
い
う
の
は
テ
ン
ス
を
現
在
形
で
読
む
か
未
来
形
に
す
る
か
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
点
 

が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
私
は
、
(今
此
の
ー
院
を
建
て
ん
と
す
)
と
読
む
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。
(今
此
の
ー
院
を
建
つ
)
と
言
っ
 

て
し
ま
え
ば
な
る
ほ
ど
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
か
、
文
脈
か
ら
申
し
ま
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
、
こ
れ
は
未
来
形
で
す
か
 

ら

(此
の
ー
院
を
建
て
ん
と
す
)
と
し
、
そ

し

て

(普
く
撞
朦
を
済
は
む
と
す
、
亦
善
か
ら
ざ
ら
ん
や
)
と
な
り
ま
す
。

「瞳
朦
」
(
ど

う

も

う

)と
い
う
字
を
こ
こ
に
引
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
さ
き
に
挙
げ
ま
し
た
高
野
山
大

学

刊
の
全
集
で
使
わ
れ
て
い
 

る
本
の
文
字
で
し
て
、
こ
れ
は
版
本
に
拠
っ
た
文
字
で
し
て
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
間
違
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(瞳
朦
を
済
ふ
)
と
あ
れ
ば
、 

こ
れ
は
目
偏
が
二
字
と
も
な
い
も
の
で
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
私
は
、
い
ま
、
版
本
と
写
本
と
で
本
文
の
比
較
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
醍
 

醐
寺
の
写
本
の
ほ
う
は
明
ら
か
に
こ
れ
は
児
童
の
「童
」
と
、
そ
れ
か
ら
、
啓

蒙

の

「蒙
」
に
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
二
字
に
な
っ
て
お
 

り
ま
す
が
、
版
本
の
方
は
二
字
と
も
目
偏
が
付
い
て
い
て
、
こ
れ
で
は
意
味
が
と
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
致
し
ま
す
と
、
(普
く
童
蒙
を
済
は
 

む
と
す
、
亦
善
か
ら
ざ
ら
ん
や

)
と
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
ら
い
い
で
し

ょ

う

と

、
こ
こ
で
も
未
来
に
対
す
る
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願
望
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
次
に
、
本
文
か
ら
申
し
ま
す
と
ち
よ
う
ど
二
十
四
行
目
か
ら
先
で
、
こ
れ
よ
り
前
の
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
二
十
三
行
目
ま
で
は
序
文
 

の
延
長
の
よ
う
な
内
容
に
な
つ
て
お
り
ま
す
。
実
際
に
式
と
い
う
も
の
の
実
内
容
ら
し
い
も
の
は
、
こ
こ
か
ら
先
に
な
る
わ
け
で
す
。 

招
師
章
 

r

一
、
道
人
伝
授
事
、
顕
密
ニ
教
僧
意
楽
、
兼
通
外
書
、
任
住
俗
士
」
(
一
、
道
人
伝
授
〈授
、
写
本
作
受
、
是
〉

の
事
、 

顯
密
ニ
教
は
僧
の
意
楽
な
り
、
兼
て
外
書
に
通
ぜ
ん
と
な
ら
ば
、
住
俗
の
土
に
任
す
べ
し
)
「
一
、
俗
博
士
教
授
事
、
若
道
人
意
楽
外
 

典
者
、
茂
士
孝
廉
随
宜
伝
授
」
(
一
、
俗
の
博
士
教
授
の
事
、
若
し
道
人
意
に
外
典
を
楽
は
'>

、
茂
士
孝
廉
宜
し
き
に
隨
つ
て
伝
授
せ
 

よ
)
「
一
、
師
資
糧
食
事
、
欲
弘
其
道
、
必
須
飯
其
人
」
(
一
、
師
資
の
糧
食
の
事
、
其
の
道
を
弘
く
せ
む
と
欲
は
ば
、
必
ず
！̂
ら
く
其
 

の
人
に
飯
す
べ
し
)

こ
の
個
所
は
次
の
三
つ
の
句
か
ら
な
り
、
「
一
、
道
人
伝
授
事
」

r

一
、
俗
博
士
教
授
事
」
「
一
、
師
資
糧
食
事
」
と
あ
り
ま
す
。
先
生
 

の
事
と
、
そ

う

い

う
学
校
の
先
生
と
受
講
生
に
は
食
に
不
自
由
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と

い

う

よ
う
な
こ

と

も
書
い
て
あ
り
ま
す
。

空
海
の
院
創
設
へ
の
理
想
が
最
も
明
確
に
具
体
的
に
示
さ
れ
、
式
と
名
づ
け
る
文
に
相
応
し
い
個
所
と
い
え
ま
す
。
そ
の
一
は
、
(道
 

人
伝
授
の
事
 

<
「授

」
は

「受
」
に
改
む
べ
し
〉
)。
道
人
と
い
う
の
は
仏
教
の
僧
侶
と
い
う
こ
と
で
す
。
(顕
密
ニ
教
は
僧
の
意
楽
な
り

)
。
 

顕
密
ニ
教
は
僧
と
し
て
や
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
。
(兼
て
外
書
に
通
ぜ
ん
と
な
ら
ば
)
、
空
海
は
こ
う
い
う
僧
の
出
現
を
願
つ
て
い
た
 

と
い
え
ま
し
よ
う
。
(住
俗
の
士
に
任
す
べ
し
)
。
住
俗
の
教
師
が
院
に
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
ニ
は
、
(俗
博
士
の
教
授
の
事
)。
似
た
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、
(若
し
道
人
意
に
外
典
を
楽
は
、>
)
、
前
の
道
人
よ
 

り
も
つ
と
外
典
に
も
精
通
す
る
人
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
博
士
が
教
師
に
な
り
ま
す
。

ニ
の
終
り
の
所
、
ニ
ー
十
五
行
目
に
主
と
し
て
若
者
を
対
象
と
す
る
一
節
が
あ
り
ま
す
。
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r若
有
青
衿
黄
口
、
志
学
文
書
、
絳
帳
先
生
、
心
住
慈
悲
思
存
忠
孝
、
不
論
貴
賤
、
不
看
貧
富
、
隨
宜
提
撕
誨
人
、
不
倦
、
三
界
吾
子
 

大
覚
師
吼
、
四
海
兄
弟
将
聖
美
談
、
不
可
不
仰
」

こ

こ

は
非
常
に
大
事
な
所
か
と
思
い
ま
す
。
(若
し

青

衿

黄

口

〈若
者
〉
の
文
書
を
志
学
せ
ば
、
絳
帳
先
生
〈教
え
る
先
生
〉
心
慈
悲
 

に
住
し
、
思
ひ
忠
孝
を
存
し
、
貴
賤
を
論
ぜ
ず
、
貧
富
を
看
み
ず
、
宜
し
き
に
随
て
提
撕
し
て
、
人
を
誨
ふ

る

こ

と
に
倦
ま
ざ
れ
、
三
界
 

は
吾
が
子
と
い
ふ
は
大
覚
の
師
吼
な
り
、
四
海
は
兄
弟
と
い
ふ
は
将
聖
の
美
談
な
り
、
仰
が
ず
ば
あ

る

可

ら

ず

)
。

僧
侶
の
中
で
外
典
を
も
学
び
た
い
と
す
る
者
と
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
若
い
俗
人
や
好
学
の
下
層
の
人
に
対
し
て
も
学
 

校
を
開
か
な
く
て
は
な
ら
ん
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
空
海
の
学
校
設
置
の
眼
目
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
に
読
み
と
れ
ま
す
。

そ
し
て
最
後
は
、
(師
資
の
糧
食
の
事
)
で
結
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
師
資
に
必
ず
飯
す
べ
し
と
云
っ
て
い
る
こ
と
が
、
ど
の
程
度
の
社
 

会
性
を
含
ん
で
い
る
の
か
、
や
や
計
り
難
い
点
も
あ
り
ま
す
が
、
空
海
の
熱
意
は
理
解
出
来
ま
し
よ
う
。
以
上
、
種
智
院
の
文
を
全
体
と
 

し
て
読
ん
で
み
ま
し
た
が
、
「招
師
章
」
以
下
が
式
と
い
う
文
章
に
内
容
的
に
も
対
応
す
る
個
所
と
い
え
ま
し
よ
う
。
但
し
そ
の
具
体
性
 

は
ま
だ
稀
薄
で
、
学
校
設
立
の
準
備
期
間
で
い
え
ば
、
ま
だ
極
く
早
期
と
い
う
外
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
確
か
に
、
空
海
の
理
想
は
な
る
ほ
 

ど
示
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
こ
れ
で
学
校
に
や
っ
て
く
る
人
が
ど
れ
だ
け
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
非
常
 

に
問
題
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
、っ
気
が
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
例
え
ば
童
蒙
へ
の
学
問
一
つ
と
っ
て
も
、
式
の
文
と
し
て
の
 

具
体
性
な
ど
殆
ど
何
も
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
私
は
全
体
を
読
ん
で
見
ま
し
て
、
こ
の
式
の
一
文
は
、
こ
の
比
較
 

的
具
体
性
の
あ
る
、
師
を
招
く
の
章
を
も
含
め
ま
し
て
、
試
み
に
ひ
と
つ
案
を
つ
く
っ
て
み
た
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
で
や
り
ま
す
と
い
 

う
段
階
の
も
の
で
は
な
し
に
、
ま
だ
、
願
望
の
段
階
で
の
文
章
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
私
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
も
考
え
て
お
り
ま
す
。
即
ち
、
院
に
閨
し
実
際
に
創
設
さ
れ
る
よ
う
な
時
期
が
到
来
し
た
と
す
る
な
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ら
ば
、
空
海
ほ
ど
の
人
と
す
れ
ば
、
当
然
、
こ
の
、
元
の
ま
ま
の
式
の
文
に
は
満
足
せ
ず
、
そ
れ
に
加
筆
、
或
い
は
訂
正
等
を
如
又
る
か
、 

或
い
は
全
く
新
し
く
、
創
建
に
向
け
て
の
力
の
籠
も
っ
た
新
し
い
式
の
一
文
を
執
筆
し
た
に
相
違
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
空
海
程
の
文
 

筆
家
に
し
て
み
れ
ば
、
原
作
の
式
の
一
文
な
ど
は
『性
霊
集
』
に
収
録
す
る
に
値
し
な
い
一
試
案
で
あ
っ
た
に
相
違
な
く
、
採
録
を
拒
否
 

す
る
の
は
寧
ろ
当
然
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
う
か
。

私
が
式
の
文
全
体
を
読
ん
で
み
ま
し
た
結
論
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
広
い
土
地
を
も
ら
っ
て
喜
び
の
余
り
、
今
ま
で
心
の
中
 

に
思
っ
て
い
た
こ
と
が
い
っ
べ
ん
に
吐
き
出
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
直
ち
に
学
校
の
設
立
に
結
び
付
け
ら
れ
る
な
ど
と
 

い
う
こ
と
は
と
て
も
で
き
な
い
と
見
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
、
類
似
の
文
に
つ
い
て
触
れ
て
置
き
ま
す
。
こ
れ
も
同
じ
く
「補
闕
抄
」
の
卷
十
に
載
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
恐
ら
 

く

原

f性
霊
集
』
に
は
採
録
さ
れ
ず
に
、
補
闕
抄
に
収
め
ら
れ
た
「答
釵
山
澄
法
師
求
理
趣
釈
経
書
一
首
」
(叙
山
澄
法
師
の
理
趣
釈
経
 

を
求
む
る
に
答
ふ
る
の
書
一
首
)
の
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
空
海
が
中
国
か
ら
太
宰
府
に
戻
っ
た
と
き
に
持
ち
帰
っ
た
書
物
を
全
部
リ
ス
 

ト
を
つ
く
り
ま
し
て
、
国
家
の
留
学
生
で
す
か
ら
、
当
然
、
こ
れ
は
朝
廷
に
差
し
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
れ
を
出
し
た
 

わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
逸
早
く
最
澄
が
見
ま
し
て
、
驚
嘆
し
て
こ
れ
を
き
れ
い
に
清
書
し
た
も
の
を
常
に
離
さ
ず
に
持
っ
て
い
た
の
で
す
。 

長
い
こ
と
、
そ
れ
は
空
海
の
自
筆
本
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
実
は
こ
れ
は
最
澄
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
最
澄
が
空
海
の
持
ち
 

帰
っ
た
膨
大
な
仏
書
の
全
リ
ス
ト
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
自
分
が
見
た
い
も
の
—
あ
る
意
味
で
最
澄
は
空
海
の
真
言
密
教
に
閨
 

し
て
は
弟
子
で
あ
る
わ
け
で
す
ー
を
、
空
海
が
上
京
し
た
直
後
か
ら
、
そ
の
リ
ス
ト
に
従
っ
て
そ
の
著
録
の
本
を
借
り
て
こ
れ
を
写
す
と
 

い
う
作
業
を
し
て
お
り
ま
す
。
空
海
も
こ
れ
を
黙
認
し
て
、
そ
の
都
度
貸
し
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
あ
る
折
に
な
っ
て
、
や
は
り
真
言
密
 

教
と
は
本
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
の
手
紙
を
書
い
て
断
り
ま
し
た
。
そ

れ

は

『理
趣
釈
経
』
を
ま
た
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
に
対
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す
る
返
事
と
し
て
で
す
。
こ
れ
は
弘
仁
四
年
の
こ
と
で
す
か
ら
、
空
海
と
し
て
は
ま
だ
四
十
歳
の
、
若
い
と
き
で
す
。

皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
「風
信
帖
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
と
き
の
前
の
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
最
澄
と
空
海
と
が
ま
だ
仲
が
 

良
く
、

一
緒
に
新
仏
教
を
盛
ん
に
し
よ
う
と
い
う
一
面
も
あ
つ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
翌
年
に
こ
の
『理
趣
釈
経
』
事
件
で
す
。
そ
し
て
、 

そ
の
返
書
が
や
は
り
「補
闕
抄
」
の
巻
十
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
空
海
と
い
う
人
は
こ
の
種
の
文
を
麗
々
し
く
公
開
す
る
な
ど
と
 

い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
非
常
に
厳
し
く
制
限
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
最
澄
よ
り
偉
い
ん
だ
と
誇
る
な
 

ど
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
い
人
で
す
か
ら
、
こ
れ
も
入
れ
る
な
と
外
し
た
部
類
の
一
つ
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
も
考
え
に
入
れ
て
、
『性
霊
集
』
の
中
に
式
の
一
文
が
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
学
校
を
つ
く
れ
る
よ
う
 

に
な
つ
た
ら
、
そ
れ
に
相
応
し
い
式
を
書
き
直
す
つ
も
り
で
し
た
ろ
う
。
そ
の
く
ら
い
の
こ
と
は
空
海
な
ら
ば
す
ぐ
で
き
る
わ
け
で
す
。 

と
こ
ろ
で
、
先
程
の
研
究
者
の
書
か
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
学
校
が
開
校
さ
れ
た
と
き
に
、
こ
の
式
の
文
を
校
門
の
前
に
張
つ
た
ろ
う
と
 

い
う
こ
と
を
言
つ
て
い
る
人
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
で
し
ょ
う
か
。
式
の
文
で
即
学
校
開
設
と
い
う
ほ
ど
に
、
ニ
つ
 

の
こ
と
に
そ
れ
程
の
関
連
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
私
は
思
つ
て
お
り
ま
す
。

そ
こ
で
、
そ
れ
で
は
私
が
一
人
で
こ
ん
な
こ

と

を

言

う
の
で
は
な
く
、
何
か
ほ
か
に
も
う
少
し
有
力
な
資
料
が
な
い
か
と
い
う

こ

と
で
、 

次
の
所
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
に
該
当
す
る
と
み
て
よ
ろ
し
い
の
が
『東
宝
記
』
に
収
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
東
寺
の
宝
物
だ
と
か
資
料
を
集
め
た
一
種
の
資
料
 

集
で
、
東
寺
の
杲
宝
(
一
三
〇
六
—
六
ニ
)
が
編
纂
し
た
も
の
で
す
。
初
稿
は
文
和
元
年
(
一
三
五
ニ
)
で
、
そ
の
第
六
巻
の
法
宝
下
の
 

所
に
こ
う
い
う
一
文
が
ご
ざ
い
ま
す
。

ニ

伝

法

会

\

慈
尊
院
興
然
阿
闍
梨
記
云
承
和
十
四
季
(八
四
七
)
實
恵
僧
都
於
東
寺
伝
法
会
始
之
其
料
物
沽
却
種
智
院
得
寺
辺
水
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田

矣

云

々

」

東
寺
で
伝
法
会
が
行
わ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
伝
法
会
に
つ
い
て
(慈
尊
院
の
興
然
阿
闍
梨
記
に
云
ふ
承
和
十
四
季
〈
八
四
 

七
〉
)
の
こ
と
、
そ
の
時
、
實

恵

(七
八
六
—
八
四
七
)
—
前
に
真
済
の
こ
と
を
空
海
の
弟
子
の
二
番
目
だ
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
 

が
、
そ
の
第
一
番
目
と
い
う
の
が
こ
の
人
、
「
じ
つ
え
」
と
読
ま
な
い
で
普
通
「
じ
ち
え
」
と
読
ん
で
お
り
ま
す
—
の
こ
と
に
関
し
て
、 

(實
恵
僧
都
東
寺
に
於
て
伝
法
会
之
を
始
む
と
、
其
の
料
物
〈伝
法
会
を
始
め
る
そ
の
費
用
〉
種
智
院
を
沽
却
し
て
寺
辺
の
水
田
を
得
た
 

り
云
々
)
と
あ
り
ま
す
。
学
校
用
に
寄
付
さ
れ
た
土
地
と
建
物
を
売
っ
て
、
そ
れ
で
田
畑
を
得
た
。
そ
こ
か
ら
上
が
る
収
入
に
ょ
っ
て
、 

こ
の
伝
法
会
を
永
く
開
催
す
る
た
め
、
そ
の
費
用
に
当
て
た
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
、
学
校
そ
の
も
の
に
関
す
る
記
事
は
何
も
な
い
の
で
す
が
、
学
校
用
に
当
て
ら
れ
る
べ
き
土
地
と
建
物
を
売
っ
た
と
い
う
こ
と
 

だ
け
は
は
っ
き
り
出
て
お
り
ま
す
。
こ
の
資
料
は
研
究
者
の
方
の
ど
な
た
も
引
用
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
を
、
結
局
何
年
か
た
っ
て
 

学
校
が
駄
目
に
な
っ
た
か
ら
売
っ
た
ん
だ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
解
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
實
恵
が
種
智
院
を
沽
却
し
て
水
 

田
等
を
取
得
す
る
為
の
民
部
省
へ
の
許
可
の
願
文
に
対
し
、
そ
れ
を
認
め
た
同
省
の
——

つ
ま
り
、
こ
の
当
時
寺
院
が
土
地
を
持
つ
と
い
 

う
こ
と
に
対
し
て
は
民
部
省
の
許
可
が
要
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
土
地
を
得
る
に
当
た
っ
て
は
實
恵
が
願
文
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
 

——

省
符
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
中
に
實
恵
が
書
い
た
願
文
の
一
節
が
引
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
そ
れ
に
は
何
と
あ
る
か
、
そ
れ
を
引
き
ま
す
と
、
「先
師
故
大
僧
都
空
海
大
法
師
、
私
建
一
黌
名
日
綜
藝
院
、
将
以
設
経
史
、 

而
備
教
業
配
田
園
而
充
支
用
、
宿
心
未
畢
、
人
化
時
遷
、
功
業
所
期
、
触
方
難
済
、
弟
子
等
商
量
、
沽
却
彼
院
、
買
取
件
田
云
々
」

(
先
 

師
故
大
僧
都
空
海
大
法
師
私
に
ー
黌
を
建
て
む
と
し
名
づ
け
て
綜
藝
院
と
日
ふ
、
将
に
以
て
経
史
〈原

文

「吏
」
に
誤
る
、
今
改
む
〉 

を
設
け
て
教
業
に
備
え
田
園
を
配
し
て
支
用
に
充
て
む
と
す
)。
こ
こ
で
も
私
は
(建
て
)
と
は
読
み
ま
せ
ん
。
そ

れ

に

(
将
に
)
と
い
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う
言
葉
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
の
も
要
注
意
で
す
。

そ
の
次
が
非
常
に
大
事
な
言
葉
で
、
(宿
心
未
だ
)
こ
の
当
時
(未
だ
)
と
い
う
の
は
た
だ
否
定
の
「
不
」
と
同
じ
ょ
う
な
、
(宿
心
畢
 

ら
ず
)
で
も
ど
ち
ら
で
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
(宿
心
)
、
学
校
を
建
て
た
い
と
い
う
永
年
の
願
い
が
、
(
畢
ら
ず
)
と
あ

る

 

わ
け
で
す
。

皆
様
方
、
「能
事
畢
る
」
と
い
う
言
葉
を
お
使
い
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
易
経
の
中
に
あ
る
言
葉
で
す
。
能
 

事
、
や
り
た
い
こ
と
は
全
部
終
わ
っ
た
。
こ

の

r畢
」
と
い
う
言
葉
は
残
ら
ず
終
わ
る
と
い
う
意
味
な
の
で
、
(宿
心
未
だ
華
ら
ず
)
と
 

い
う
こ
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
学
校
は
結
局
で
き
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
、っ
解
釈
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
の
方
々
も
こ
の
一
 

文
は
、
多
く
の
皆
さ
ん
が
引
い
て
お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
何
か
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

(宿
心
未
だ
畢
ら
ざ
る
に
、 

人
化
し
時
遷
る
、
功
業
の
期
す
る
所
〈
こ
の
学
校
を
も
う
一
度
何
と
か
し
た
い
〉
、
方
に
触
れ
、
済
し
難
く
〈済
と
い
う
の
は
古
い
辞
書
 

だ
と
成
す
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
〉
弟
子
等
商
量
し
て
、
彼
の
院
を
沽
却
し
、
件
の
田
を
買
い
取
り
ぬ
云
々
)。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
 

り
ま
す
。

そ
し
て
、
私

は

(宿
心
未
だ
畢
ら
ず
)
、
こ
れ
が
学
校
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
最
も
貴
重
な
一
句
で
は
な
か
ろ
う
か
と
 

い
、っ
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
{貫
恵
は
民
部
省
へ
提
出
す
る
書
類
な
も
の
で
、
事
実
を
隠
さ
ず
に
こ
の
こ
と
を
述
べ
ざ
る
を
得
な
い
。 

そ
う
い
う
こ
と
で
、
創
設
出
来
な
か
っ
た
と
は
っ
き

り

明
記
し
た
と
い
え
ま

し

ょ

う

。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
関
連
し
た
も
う
一
文
が
あ
る
の
で
、
そ
の
次
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
同

じ

く

『東
宝
記
』
第
六
卷
法
宝
下
の
「伝
法
 

会

表

白

東

寺

」
と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
し
て
、
「維
承
和
十
四
年
孟
夏
之
初
朔
三
日
、
所
以
奉
行
伝
法
会
者
…
」
に
始
ま
っ
て
、
次
で
 

「大
臣
捨
宅
和
尚
稱
徳
、
師
檀
合
契
、
宛
如
龍
正
、
宿
心
既
畢
和
尚
奄
化
、
院
建
寺
外
修
治
難
続
、
門
徒
相
測
売
却
此
院
」
(維
承
和
十
四
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年
孟
夏
の
初
朔
三
日
、
伝
法
会
を
奉
行
せ
ん
と
す
る
所
以
の
者
は
)
(
大
臣
宅
を
捨
て
和
尚
徳
を
稱
す
、
師
檀
合
契
す
る
こ
と
宛
か
も
龍
 

正
の
如
し
、
宿
心
既
に
畢
り
て
和
尚
奄
化
す
)
と
な
つ
て
お
り
ま
す
。
和
尚
は
亡
く
な
つ
た
。
宿
心
既
に
畢
る
、
こ
こ
で
は
宿
心
が
完
成
 

し
た
、
つ
ま
り
学
校
は
創
設
さ
れ
た
と
は
つ
き
り
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ

う

い

う
文
章
が
、
こ
れ
は
前
の
實
恵
の
も
の
の
ニ
年
後
の
事
な
 

の
で
す
。
わ
ず
か
ニ
年
の
後
に
「宿
心
畢
」
の
三
字
が
否
定
表
現
か
ら
肯
定
表
現
に
改
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
こ
そ
、
東
寺
の
 

本
音
と
い
え
ま
し
よ
う
。
こ

の

よ

う
に
し
て
、
謂
わ
ば
一
種
の
綜
藝
種
智
院
設
置
伝
説
が
生
ま
れ
、
設
立
は
さ
れ
た
が
修
治
し
難
く
、
こ
 

れ
を
沽
却
し
た
と
し
て
人
々
を
納
得
さ
せ
た
わ
け
で
す
。

そ
の
ほ
か
、
資
料
の
な
か
に
は
、
藤
原
三
守
の
名
で
は
な
し
に
藤
原
冬
嗣
に
変
え
ら
れ
て
い
る
個
所
が
目
に
つ
き
ま
す
。

『東
宝
記

J

と
い
え
ば
非
常
に
優
れ
た
資
料
集
で
す
が
、
そ
う
い
う
も
の
に
、
も
し
種
智
院
が
実
際
に
設
置
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、 

当
然
、
ほ
か
に
も
、
院
に
関
す
る
何
か
資
料
が
記
載
さ
れ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
な
の
に
、
そ
れ
は
皆
無
で
、
院
の
売
却
の
記
事
だ
け
が
 

載
つ
て
い
る
と
い
う
の
は
希
代
な
こ
と
と
云
う
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
加
え
ま
す
。
こ
れ
は
学
校
と
空
海
を
考
え
る
上
に
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
が
、
種
智
院
式
並
び
に
院
に
関
す
る
従
来
 

の
多
く
の
論
文
は
、
前
に
も
触
れ
ま
し
た
が
、
式
の
文
執
筆
の
と
き
天
長
五
年
(八
二
八
)
を
院
設
立
の
時
期
と
見
做
し
ま
す
が
、
空
海
 

自
身
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
か
ら
三
年
後
の
八
年
六
月
十
四
日
、
病
に
よ
り
大
僧
都
を
辞
す
べ
く
「奏
上
」
を

書

き

「伏
し
て
乞
ふ
、 

永
く
所
職
を
解
い
て
常
に
無
累
に
遊
ば
む
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
翌
年
、
高
野
山
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
 

と
い
う
こ
と
で
す
。

と
し
ま
す
と
、
学
校
が
で
き
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
三
年
目
、
最
も
大
事
な
時
期
に
、
空
海
に
学
校
経
営
者
と
し
て
の
姿
が
全
く
み
 

ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
頃
、
自
分
は
高
野
に
帰
り
ま
す
、
と

こ

う
言
つ
て
い
る
の
で
す
。
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最
後
に
、
空
海
の
数
あ
る
伝
記
類
に
種
智
院
の

こ

と
が
何
か
載
っ
て
い
る
の
か
、
こ

の

こ

と
も
点
検
し
て
み
ま
し
た
。
ま
ず
第
一
番

目

 

に
、

『大
僧
都
空
海
伝
』
。
つ
ま
り
『続
日
本
後
紀
』
の
卒
伝
を
見
ま
す
と
、
こ

こ

で
も

「
天
長
七
年
転
大
僧
都
、
自
在
終
焉
之
志
、
隠
 

居
紀
伊
国
金
剛
峯
寺
」
(天
長
七
年
大
僧
都
に
転
ず
、
自
か
ら
終
焉
の
志
在
り
て
、
紀
伊
国
金
剛
峯
寺
に
隠
居
す
)。
こ
れ
だ
け
で
外
に
記
 

事
は
何
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

『性
霊
集
』
の
作
者
の
真
済
も
、
そ
れ
か
ら
、
「補
闕
抄
」
を
つ
く

っ

た
済
暹
に
も
幾
つ
か
空
海
の
伝
記
が
あ

り

ま

す
が
、
そ
れ
を
み

ま

 

し

て

も

、

院

の

こ

と

も

、

式

の

話

も

全

く

出

て

ま

い

り

ま

せ

ん

。

そ
れ
か
ら
、
ほ
か
の
人
が
し
な
か
っ
た
外
典
の
こ
と
も
勉
強
す
る
と
い
う
学
校
の
こ
と
と
す
れ
ば
、
博
士
家
の
人
の
空
海
伝
に
は
、
当
 

然
何
か
触
ら
れ
て
も
よ
さ
そ
う
で
、
た
ま
た
ま
大
江
匡
房
と
、
そ
れ
か
ら
、
藤
原
敦
光
が
伝
記
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
藤
原
敦
光
(
一
〇
 

六
三
—

一
一
四
四
)
は

特

に

『
三
教
指
帰
』
の
非
常
に
詳
し
い
注
も
つ
く
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
空
海
と
は
縁
の
深
い
敦
光
 

で
す
が
、
大
江
匡
房
も
敦
光
も
と
も
に
伝
記
に
は
何
も
書
い
て
お
り
ま
せ
ん
。

数
多
く
の
伝
記
類
の
総
て
に
何
も
な
い
な
か
で
、
た
だ
、
醍
醐
寺
金
剛
王
院
の
聖
賢
(
一
〇
八
三
—

一
一
四
七
)
が

『高
野
大
師
御
広
 

伝
』
(
ニ
巻
、
元
永
元
年
〈
一
一
一
八
〉
)
の
中
で
、
天
長
五
年
の
項
目
に
「綜
藝
種
智
院
式
」
と

い

う

記
事
が
あ
り
ま
す
。
天
長
五
年
 

に

r綜
藝
種
智
院
式
」
と

い

う
文
が
出
来
た
ら
し
い
。
こ

れ
は
『性
霊
集
』
に

あ

る

と
注
記
し
て
い
ま
す
。
『性
霊
集
』

の

「
補
闕
抄
」 

に
よ
り
、
初
め
て
式
の
文
の
存
在
そ
の
も
の
を
知
っ
た
一
種
の
驚
き
が
こ

こ

に
記
さ
れ
て
い

る

よ

う
に
み
え
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
東
寺
杲
宝
の
弟
子
の
賢
宝
(
一
三
三
三
—
九
八
)
に
よ
る
『弘
法
大
師
行
状
要
集

j 
(六
巻
、
応
安
十
一
年
)
で
す
が
、 

こ
れ
は
『東
宝
記
』
の
記
事
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

空
海
の
伝
記
は
極
め
て
多
く
、
そ
れ
を
集
め
た
も
の
が
単
行
本
に
し
て
十
冊
以
上
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
こ
の
人
な
ら
と

- 5 8 -



思
う
人
の
作
も
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
を
見
ま
し
て
も
学
校
の
こ
と
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
ま
し
た
。

以
上
、
綜
藝
種
智
院
の
設
置
を
繞
つ
て
可
能
な
範
囲
で
資
料
に
当
つ
て
み
ま
し
た
が
、
結
局
、
種
智
院
と
い
う
学
校
は
設
置
さ
れ
な
か
つ
 

た
と
い
う
の
が
私
の
結
論
と
い
え
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
山
形
の
上
杉
神
社
に
弘
法
大
師
の
書
か
れ
た
式
の
一
文
が
あ
る
と
、
私
も
以
前
か
ら
そ
の
名
は
聞
い
て
お

り

ま

し

たの
で
、 

先
年
こ
れ
を
見
に
参

り

ま

し

て

、

や

は

りそ
の
筆
、
空
海
の
筆
と
は
大
分
違
つ
て
い
る
と

い

う

ふ

う

な見
解
を
持

ち

ま

し

た

。

今
回
の
講
演
の
共
通
の
テ
ー
マ
は
「書
物
と
日
本
仏
教
」
と
い
う
こ
と
で
、
私
は
、
書
物
と
い
う
意
味
を
、
当
方
流
に
批
判
的
に
十
分
 

検
討
し
て
か
ら
書
物
と
い
、っ
も
の
は
使
わ
な
け
れ
ば
危
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
の
立
場
で
関
係
資
料
を
検
討
し
て
み
ま
 

し
た
。
そ
の
結
果
、
綜
藝
種
智
院
の
創
建
自
体
と
い
う
も
の
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
 

れ
だ
け
で
は
何
か
物
足
り
な
い
も
の
が
残
り
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
私
が
感
じ
ま
し
た
こ
と
は
、
空
海
と
い
う
仏
家
が
こ
れ
を
書
い
た
と
 

い
う
こ
と
の
教
育
的
な
理
想
の
高
さ
と
い
う
も
の
を
我
々
は
深
く
感
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
局
、
学
校
は
で
き
 

な
か
つ
た
け
れ
ど
も
、
学
校
を
つ
く
り
た
い
と
い
、っ
、
そ
の
理
想
は
、
当
時
、
非
常
に
高
い
も
の
が
あ
つ
た
と
い
、っ
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
 

ら
な
い
。
空
海
は
日
本
文
化
史
上
の
輝
け
る
星
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
と
の
一
言
を
以
て
、
本
講
を
終
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。 

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(拍
手
)

——

了

——

(1
)

本
文
に
挙
げ
た
人
々
に
ょ
る
伝
記
類
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
。

真

済

『空
海
僧
都
伝
』
(
一
巻
、
承
和
ニ
年
)

済

暹

『第
八
祖
弘
法
大
師
略
伝
』
(
一
巻
、
承
暦
頃
。
他
に
三
著
あ
り
)

大
江
匡
房
『
弘
法
大
 

師
伝
」
(
一
巻
、
出
本
朝
神
仙
伝
。
寛
治
嘉
保
頃
。
他

に

『大
師
略
年
譜
』
あ
り
)

藤
原
敦
光
『弘
法
大
師
行
化
記
』
(
ニ
巻
)。
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(
2
)
私
は
曾
て
「大
法
輪
」
誌

(六
ニ
卷
七
号
.
平
成
七
年
七
月
)
に

『空
海
の
「綜
藝
種
智
院
式
」
を
読
む
』
と
い
ぅ
一
文
を
登
載
し
た
。
趣
旨
は
 

今
回
の
も
の
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
無
い
が
、
資
料
や
論
旨
の
立
て
方
な
ど
で
若
干
、
工
夫
を
加
え
た
。

(
補

注

)

『東
宝
記
』
の
資
料
を
扱
っ
て
い
る
頃
、
こ
れ
は
「東
寺
文
書
」
に
迄
遡
ら
ね
ば
と
思
っ
た
が
、
そ
の
時
間
が
な
か
っ
た
。
十
一
月
八
日
の
講
演
当
日
、 

来
聴
者
の
お
一
人
、
慶
應
義
塾
大
学
の
名
誉
教
授
で
畏
友
の
志
水
正
司
氏
と
終
了
後
話
し
て
い
る
と
、
果
た
せ
る
か
な
こ
の
事
が
話
題
に
な
り
、
翌
日
 

『平
安
遺
文
』
(〇
七
七
民
部
省
符
案

# 0£
^
文
)
を
中
心
に
多
く
の
史
料
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
中
に
は
竹
内
理
三
氏
の
「講
座
日
本
莊
園
史
|
第
十
三
講
 

官
省
符
莊
と
国
免
莊
—
」
(「
日
本
歴
史
」

一
一
九
〈昭
和
三
三
•
五
〉
)
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
中
で
は
本
文
に
引
い
た
承
和
十
二
年
九
月
十
日
の
民
部
 

省
符
の
こ
と
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
今
回
は
こ
の
問
題
に
深
く
入
る
こ
と
は
差
し
ひ
か
え
る
が
、
『東
宝
記
』
の
記
事
に
は
、
遡
っ
て
当
時
の
史
料
 

の
裏
付
け
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
こ
こ
に
示
さ
れ
た
。
興
味
あ
る
方
は
『平
安
遺
文
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。
終
わ
り
に
志
水
正
司
氏
に
謝
意
を
表
す
る
。


