
『
ぬ
れ
は
と
け
』
の
「
修
行
」
と
「
知
恵
」

－
上
・
中
巻
の
教
訓
を
支
え
る
考
え
方

（
注
1
）

本
稿
は
、
「
r
ぬ
れ
ほ
と
け
」
の
「
心
鏡
」
」
及
び
「
「
ぬ
れ
ほ
と
け
」
の
「
修
行
」

（
注
2
）

－
上
・
中
巻
に
お
け
る
教
義
問
答
の
内
実
－
」
の
続
稿
で
あ
る
。
拙
稿
1
・

2
の
検
討
を
通
し
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。

上
・
中
巻
で
説
か
れ
て
い
る
「
修
行
」
と
は
、
自
ら
を
顧
慮
す
る
姿
勢
を
も
っ

て
、
元
来
善
悪
を
備
え
て
い
る
人
間
の
心
を
「
心
鏡
」
に
映
し
出
し
、
常
に
心

を
首
に
保
つ
よ
う
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。
上
・
中
巻
で
吉
野
が
平
金
に
対
し

て
説
い
て
い
る
教
訓
は
、
主
に
日
常
生
活
で
心
が
け
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。

本
作
品
は
、
上
・
中
巻
で
吉
野
が
平
金
に
述
べ
る
教
訓
の
内
容
を
、
下
巻
に

お
け
る
出
家
と
吉
野
の
問
答
に
示
さ
れ
る
教
義
が
支
え
る
と
い
う
構
成
を
と
っ

て
い
る
。
上
・
中
巻
で
の
吉
野
の
発
言
が
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
い
る

の
か
を
考
察
す
る
た
め
、
本
稿
で
は
、
下
巻
に
お
け
る
出
家
と
富
野
の
問
答
を

松

　

浦

　

恵

　

子

整
理
し
、
「
修
行
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
道
歌
の
う
ち
、
拙
稿
2
で
解
釈

を
保
留
し
て
い
た
も
の
を
読
み
解
く
こ
と
と
す
る
。

拙
稿
2
と
同
様
、
作
品
全
体
を
場
面
や
教
訓
の
内
容
に
よ
っ
て
分
割
し
た
構

成
表
に
基
づ
き
、
出
家
と
吉
野
の
問
答
の
要
点
を
整
理
し
っ
つ
読
み
進
め
て
い

（
注
3
）

く
。
拙
稿
2
と
重
複
す
る
が
、
構
成
表
と
「
修
行
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る

（注－）

連
歌
九
首
を
次
に
掲
げ
る
。

作
品
全
体
の
構
成
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1
8
園
す
れ
ば
固
は
ま
し
ゆ
き
国
は
ま
た
ほ
ろ
ぶ
る
も
の
と
お
も
ふ
か

な
し
き

2
0
閻
皿
と
は
闇
凶
ま
き
ず
国
き
へ
ず
同
旧
聞
皿
と
ぐ
と
こ
、
ろ
へ

2
2
閻
皿
し
て
わ
が
国
の
く
も
ら
ず
は
諸
神
諸
仏
の
す
み
か
な
り
け
り

3
8
　
今
の
世
も
ま
た
閣
困
凪
も
園
せ
ば
同
凶
を
た
の
み
因

を
み
よ

4
0
回
を
つ
よ
く
た
ヾ
回
を
つ
よ
く
闇
凪
せ
よ
さ
と
り
と
い
ふ
も
国
の
う

ち
に
あ
り

4
1
園
の
な
き
人
を
道
引
園
に
は
た
ゞ
同
国
凶
を
か
ん
や
う
に
せ
よ

7
1
　
朝
う
ま
れ
ゆ
ふ
べ
に
し
す
と
こ
、
ろ
へ
ば
三
世
園
は
［
旧
旧
聞
凶

7
2
同
㈲
回
田
と
闇
凶
を
す
る
な
ら
ば
何
く
る
し
ま
ん
同
順
困
凪
も

7
6
同
困
㈲
凰
只
一
す
じ
に
同
胞
せ
ば
げ
ん
ぜ
園
は
あ
ん
ら
く
ぞ
か
し

拙
稿
2
で
扱
わ
な
か
っ
た
道
歌
は
三
十
八
番
・
四
十
番
・
四
十
一
番
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
遺
歌
に
含
ま
れ
て
い
る
「
修
行
」
以
外
の
概
念
語
句
は
、
三
十
八
番

「
後
の
世
」
・
「
他
力
」
・
「
し
ゃ
く
も
ん
」
、
四
十
番
「
理
」
、
四
十
一
番
「
知

恵
」
・
「
ほ
う
べ
ん
」
　
で
あ
る
。
三
十
八
番
の
概
念
語
句
は
ブ
ロ
ッ
ク
2
0
に
、
四

十
一
番
の
概
念
語
句
は
ブ
ロ
ッ
ク
1
9
に
用
例
が
あ
る
。
読
者
が
本
文
を
読
む
際

に
は
順
を
追
っ
て
解
釈
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
1
8

か
ら
1
9
の
内
容
の
整
理
と
、
概
念
語
句
の
用
法
の
検
討
を
行
う
。
そ
し
て
そ
の

結
果
を
基
に
道
歌
四
十
一
番
を
解
釈
す
る
。
更
に
、
四
十
一
番
で
表
さ
れ
た
考

え
が
、
上
・
中
巻
の
ど
の
部
分
の
記
述
を
支
え
て
い
る
の
か
、
そ
の
対
応
を
示

す
こ
と
と
す
る
。

本
稿
で
検
討
を
保
留
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
2
0
は
、
「
自
力
」
「
他
力
」
、
「
本
門
」
「
逆

門
」
　
の
語
句
に
よ
っ
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
を
整
理
す
る
こ
と

で
、
道
歌
三
十
八
番
・
四
十
番
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ブ
ロ
ッ

ク
2
0
に
出
て
く
る
概
念
を
定
義
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
概
念
が
「
修

行
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
次
稿
以

降
の
課
題
と
す
る
。

二

出
家
と
吉
野
の
問
答
は
、
構
成
表
ブ
ロ
ッ
ク
1
8
か
ら
始
ま
る
。

【
引
用
こ

「
（
本
文
欠
）
た
ま
し
い
も
た
へ
は
て
、
、
事
あ
さ
ま
し
く
な
さ
け
な
く
、

身
の
置
所
の
あ
ら
ざ
れ
ば
、
い
か
ヾ
は
せ
ん
と
あ
ん
じ
L
が
、
「
い
や
ま

て
し
ば
し
わ
が
心
、
年
久
し
く
あ
い
な
れ
し
御
出
家
の
ま
し
ま
せ
ば
、
是

を
た
の
み
奉
り
、
後
生
を
た
づ
ね
申
さ
ん
」
と
、
御
出
家
に
対
面
し
、
わ

が
身
中
あ
げ
け
る
は
、
「
そ
れ
御
出
家
と
申
す
る
は
、
女
ぼ
ん
・
に
く
じ

き
な
さ
れ
ず
し
て
、
物
の
命
を
と
り
た
ま
わ
ず
、
ぢ
ひ
第
一
に
し
た
ま
ふ

よ
し
う
け
た
ま
わ
り
候
へ
し
が
、
そ
さ
ま
な
に
た
る
御
事
に
や
、
其
御
心

得
す
こ
し
も
な
く
、
此
さ
ん
や
へ
出
た
ま
い
、
わ
れ
ら
の
ご
と
き
嬢
の
女

と
御
ち
な
み
は
ふ
し
ん
な
り
。
き
り
な
が
ら
、
仏
道
は
み
だ
り
に
さ
ほ
う

な
さ
れ
て
も
く
る
し
か
ら
ず
候
や
。
E
比
な
さ
け
の
し
る
L
に
は
、
劇
叫



い
た
し
ま
い
ら
す
る
御
す
、

め
の
候
な
ら
御
し
め
し
た
ま
は
れ
」
と
、
な

み
だ
を
な
が
し
申
け
る
。

（
一
四
九
～
一
五
〇
頁
／
八
三
～
八
四
頁
）

原
本
で
は
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
直
前
で
本
文
が
三
丁
分
欠
落
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
吉
野
が
「
た
ま
し
い
も
た
へ
は
て
＼
事
あ
さ
ま
し
く
な
さ
け
な
く
、

身
の
置
所
」
の
な
い
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
経
緯
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、

吉
野
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
の
様
子

が
「
事
あ
さ
ま
し
く
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
が
可
能
で
あ
る
。

「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
語
は
、
拙
稿
1
・
2
で
検
討
し
た
箇
所
に
複
数
の
用

例
が
あ
る
。

【
用
例
】

①
ぬ
す
み
・
が
う
ど
う
し
て
世
を
ら
く
に
わ
た
る
も
の
は
、
是
よ
き
事
と
お

も
ふ
べ
き
事
な
れ
ど
も
、
更
に
よ
き
事
と
お
も
わ
ず
、
世
間
を
す
な
を

に
わ
た
る
人
を
う
ら
や
み
、
善
心
を
の
ぞ
む
な
り
。
そ
れ
ほ
ど
悪
を
き

ら
い
善
を
こ
の
む
物
を
、
お
の
れ
～
1
、
が
身
の
内
に
も
ち
な
が
ら
、
よ
き

道
に
い
た
ら
ざ
ら
ん
事
を
の
ぞ
ま
ざ
る
は
、
世
に
あ
さ
ま
し
き
事
な
り
。

（
ブ
ロ
ッ
ク
1
0
、
四
五
頁
／
四
二
頁
）

②
心
安
き
事
の
や
う
に
兄
へ
て
、
な
り
が
た
き
事
と
み
へ
た
り
。
わ
が
身
生

国
は
か
ず
さ
の
も
の
に
て
、
親
は
元
来
百
性
に
て
、
い
と
ま
ず
し
き
も
の

な
る
ゆ
へ
、
我
が
身
を
此
さ
ん
や
へ
う
り
す
て
侍
べ
り
し
。
其
本
い
や
し

き
物
な
れ
ば
、
上
人
下
人
に
あ
い
ま
し
て
も
、
物
い
ふ
す
べ
も
し
ら
ざ
り

し
野
人
の
内
の
野
人
に
て
、
世
に
あ
さ
ま
し
き
わ
れ
な
れ
ど
、
（
プ
ロ
ッ

ク
1
1
、
四
七
頁
／
四
三
頁
）

③
今
の
世
の
人
は
、
上
人
下
人
、
鷹
の
男
肢
の
女
に
い
た
る
ま
で
、
く
わ

う
ゐ
ん
の
い
と
ま
な
き
に
心
を
と
め
ず
、
い
づ
れ
も
若
や
う
に
お
も
ひ
、

老
を
は
じ
ず
、
身
を
か
へ
り
見
る
人
、
か
り
に
も
な
し
。
誠
に
封
割
引
u

O
、
お
ろ
か
に
こ
そ
兄
へ
侍
べ
れ
。
（
ブ
ロ
ッ
ク
1
2
、
五
七
～
五
八
頁
／

四
七
頁
）

①
に
は
、
「
ぬ
す
み
・
が
う
ど
う
し
て
世
を
ら
く
に
わ
た
る
も
の
」
が
、
本

当
は
心
を
善
に
保
っ
て
生
き
て
い
き
た
い
の
に
、
自
ら
の
心
の
弱
さ
の
た
め
に

悪
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
こ
と
を
表
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

（
注
5
）

た
。
ま
た
②
で
は
、
富
野
が
「
其
本
い
や
し
き
物
な
れ
ば
、
上
人
下
人
に
あ

い
ま
し
て
も
、
物
い
ふ
す
べ
も
し
ら
ざ
り
し
野
人
の
内
の
野
人
に
て
、
世
に
劃

割
引
u
副
わ
れ
」
で
あ
っ
た
と
言
い
、
太
夫
に
な
る
以
前
の
、
「
心
鏡
」
を
備

（
は
6
）

え
ず
悟
り
に
到
達
し
て
い
な
い
自
分
自
身
の
形
容
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

③
で
は
、
「
今
の
世
の
人
」
が
自
ら
の
老
い
を
直
視
せ
ず
、
心
を
迷
わ
せ
て
い

る
こ
と
を
「
あ
さ
ま
し
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
を
総
合
す
る

と
、
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
語
は
、
迷
い
の
内
に
あ
る
こ
と
を
嘆
か
わ
し
く
感

じ
て
い
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
迷
い
の
内
に
あ
る
と
い
う

（
注
7
）

こ
と
は
、
色
欲
に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ロ

ッ
ク
1
8
に
お
け
る
吉
野
は
、
色
欲
に
と
ら
わ
れ
、
「
ほ
う
ぎ
ょ
の
い
ち
ぐ
ら
に

（
注
8
）

入
」
　
っ
て
迷
い
の
只
中
に
在
る
た
め
に
、
「
た
ま
し
い
も
た
へ
は
て
」
、
「
身
の

置
所
」
が
な
い
ほ
ど
の
苦
し
み
に
七
転
八
倒
し
て
い
る
状
況
と
推
測
さ
れ
る
。



迷
い
苦
し
む
な
か
で
、
曽
野
は
「
い
や
ま
て
し
ば
し
わ
が
心
、
年
久
し
く
あ

い
な
れ
し
御
出
家
の
ま
し
ま
せ
ば
、
是
を
た
の
み
奉
り
、
後
生
を
た
づ
ね
申
さ

ん
」
と
、
長
年
の
馴
染
み
客
に
僧
侶
の
い
る
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
彼
に
す
が

っ
て
こ
の
迷
い
を
脱
し
、
後
生
を
願
お
う
と
思
い
立
つ
。
し
か
し
こ
の
僧
侶

は
、
僧
侶
と
し
て
の
「
其
御
心
得
す
こ
し
も
な
く
」
、
吉
原
に
出
入
り
し
て
遊

女
と
縁
を
結
ぶ
破
戒
坊
主
で
あ
る
。
僧
侶
と
い
う
も
の
は
「
女
は
ん
・
に
く
じ

き
」
や
殺
生
を
せ
ず
、
「
ぢ
ひ
」
を
「
第
二
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
が
世

間
の
人
々
か
ら
期
待
さ
れ
る
姿
で
あ
る
が
、
吉
野
が
身
近
に
知
る
僧
侶
は
そ
う

で
な
い
。
そ
こ
で
吉
野
は
、
「
わ
れ
ら
の
ご
と
き
旗
の
女
と
御
ち
な
み
は
ふ
し

ん
な
り
」
と
出
家
が
山
谷
で
遊
興
に
耽
っ
て
い
る
こ
と
に
不
審
を
投
げ
か
け
、

更
に
、
「
さ
り
な
が
ら
、
仏
道
は
み
だ
り
に
さ
ほ
う
な
さ
れ
て
も
く
る
し
か
ら

ず
候
や
」
、
す
な
わ
ち
仏
道
と
い
う
も
の
は
、
女
色
に
姓
し
、
ほ
し
い
ま
ま
に

振
る
舞
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
も
の
な
の
か
と
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た

一
方
で
、
吉
野
は
眼
前
の
出
家
が
、
色
欲
を
何
ら
か
の
方
法
で
処
理
し
、
「
成

仏
」
に
至
る
方
法
を
心
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
抱
き
、
「
成

仏
い
た
し
ま
い
ら
す
る
御
す
、
め
の
候
な
ら
御
し
め
し
た
ま
は
れ
」
と
出
家
に

問
う
の
で
あ
る
。

吉
野
の
疑
問
に
対
し
、
出
家
は
次
の
よ
う
に
応
答
す
る
。
出
家
の
教
え
は
、

内
容
に
応
じ
て
①
～
③
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
引
用
二
】

「
（
前
略
）
此
愚
僧
が
身
の
う
へ
の
ふ
し
ん
、
段
々
尤
な
り
。
そ
れ
凡
夫
の

心
よ
り
は
か
ら
い
て
見
る
時
は
、
そ
の
ふ
し
ん
ま
こ
と
な
り
。
①
【
方
一

寸
の
所
に
た
ち
か
へ
っ
て
自
己
一
体
の
月
と
見
て
見
性
す
る
時
は
、
心
は

体
な
し
、
か
た
ち
な
し
。
な
き
か
と
お
も
へ
ば
、
其
物
々
の
な
り
・
す
が

た
へ
み
ち
わ
た
り
、
万
物
の
道
理
を
つ
と
む
る
事
、
是
ま
た
妙
な
り
。
心

を
物
に
た
と
へ
て
い
ふ
時
は
、
こ
ん
が
う
の
せ
う
た
い
と
も
す
い
せ
う

の
玉
の
ご
と
く
に
し
て
、
土
中
に
う
づ
み
、
水
に
入
、
ど
ろ
げ
・
す
い

ぶ
ん
と
の
中
、
鳥
る
い
・
ち
く
る
い
の
は
ら
わ
た
の
内
へ
入
お
き
て
も
色

の
へ
ん
ず
る
と
い
ふ
事
な
く
、
と
り
あ
げ
見
れ
ば
、
よ
く
と
ぎ
た
て
た

る
国
の
ご
と
く
に
し
て
、
か
げ
・
さ
わ
り
な
し
。
是
を
心
と
い
ふ
な
り
。
】

②
【
ま
た
物
の
道
理
を
よ
く
い
ふ
て
、
そ
の
し
や
べ
つ
を
わ
け
て
し
ら
す

る
も
の
は
、
同
凶
と
い
ふ
て
園
の
根
本
な
り
。
其
固
、
眼
・
耳
・

鼻
・
舌
・
身
・
同
価
闇
凶
、
本
心
微
妙
の
所
を
く
わ
し
く
い
ふ
時
は
、

園
・
同
風
一
体
に
な
り
て
く
も
り
な
く
、
こ
ん
が
う
の
せ
う
た
い
と
も

す
い
せ
う
の
玉
の
ご
と
し
。
閻
凶
悪
に
へ
ん
ず
る
時
は
［
旧
凶
悉
く
も
ら

せ
、
其
物
の
色
・
品
に
心
を
な
づ
み
、
あ
れ
に
と
り
つ
き
こ
れ
に
し
み
か

ぶ
り
、
心
と
ら
る
、
時
は
、
万
物
に
う
た
が
い
お
、
く
、
ふ
し
ん
た
つ
心

を
、
ぼ
ん
ぷ
の
ま
よ
ひ
と
い
ふ
な
り
。
「
同
山
は
八
尺
の
く
わ
ん
ぬ
き
と

な
り
て
、
実
門
の
と
ぢ
て
ひ
ら
き
が
た
し
。
同
山
は
あ
し
き
も
の
な
れ

ば
、
同
凪
を
す
て
よ
し
と
の
た
ま
ふ
。
「
同
山
を
す
て
よ
」
と
の
た
ま

ふ
も
ま
た
同
山
な
れ
ば
、
む
く
、
さ
ら
に
因
の
あ
し
き
に
は
あ
ら

ず
。
田
な
く
し
て
は
儒
釈
道
の
修
行
調
べ
き
や
。
r
因
を
す
て
よ
」



と
の
た
も
ふ
は
、
同
凶
を
さ
り
て
同
園
に
な
れ
と
い
ふ
事
な
り
。
同
凶

圏
の
二
つ
を
物
に
た
と
へ
て
い
ふ
時
は
、
ぬ
す
人
の
因
に
て
は
大
禅

知
識
を
も
だ
ま
し
奉
る
ほ
ど
の
同
凰
な
れ
ど
も
、
よ
き
所
の
因
は
す

こ
し
も
は
た
ら
か
ず
し
て
、
つ
い
に
は
身
を
う
し
の
ふ
な
り
。
是
を
固

川
田
と
い
ふ
。
知
識
の
園
は
正
直
あ
き
ら
か
な
る
ゆ
へ
、
ぬ
す
人
の
い

ふ
事
を
ま
こ
と
、
お
ほ
し
め
し
だ
ま
さ
れ
た
ま
ふ
事
、
世
に
お
ろ
か
に
見

ゆ
れ
ど
も
、
同
凶
そ
な
わ
り
た
ま
ふ
ゆ
へ
、
三
世
浄
土
を
さ
と
り
た
ま

ふ
な
り
。
是
を
同
園
と
い
ふ
な
り
。
上
人
下
人
、
老
若
男
女
、
出
家
侍
民
百

性
等
に
い
た
る
ま
で
、

に
い
た
る
時
は
、

心
は
こ
ん
が
う
の
せ
う

た
い
と
も
、
す
い
せ
う
り
ん
と
も
、

と
ぎ
あ
げ
た
る

か
ゞ
み
の
面
て

ご
と
く
と
な
り
、

万
物
に
か
げ
・
さ
わ
り
な
き
所
な
り
。

】
③
【
其
所
に

至
て
は
、
女
は
ん
・
に
く
じ
き
に
身
を
け
が
し
て
も
、
心
の
け
が
る
、
と

い
ふ
事
す
こ
し
も
な
け
れ
ば
、
破
関
を
し
て
破
関
に
あ
ら
ず
。
ま
だ
ま
よ

ひ
の
心
あ
る
内
は
、
女
は
ん
・
に
く
じ
き
は
扱
お
き
、
五
百
か
い
を
た
も

ち
た
ま
ふ
と
も
、
其
五
百
か
い
四
万
九
千
の
ほ
ん
の
ふ
と
な
り
て
、
成
仏

せ
ん
事
お
も
ひ
よ
ら
ず
。
元
来
父
母
の
ぼ
ん
の
ふ
の
そ
の
一
滴
の
水
に
て

出
来
た
る
衆
生
な
れ
ば
、
け
の
さ
き
・
つ
め
の
さ
き
・
は
ね
の
よ
ま
で

も
、
ほ
ん
の
ふ
・
に
く
じ
き
の
け
が
れ
み
ち
わ
た
り
た
る
こ
と
な
れ
ば
、

な
に
と
き
よ
め
た
り
と
も
き
よ
め
が
た
き
は
体
な
り
。
故
に
唯
一
神
道
に

も
体
の
け
が
れ
を
ぼ
け
が
れ
と
は
い
わ
ず
、
心
の
け
が
れ
を
ま
こ
と
の
け

が
れ
と
い
ふ
て
か
た
く
い
ま
し
む
る
事
、
至
極
の
道
理
な
り
。
如
此
見
ひ

ら
き
見
性
す
る
時
は
、
か
み
を
そ
り
、
ほ
う
ゑ
を
ち
や
く
し
、
そ
さ
ま
の

や
う
な
る
い
つ
く
し
き
御
か
た
に
ぬ
れ
か
け
、
魚
鳥
く
だ
さ
れ
て
も
す
こ

し
も
く
る
し
か
ら
ず
候
。
r
ば
ん
じ
は
た
の
む
身
は
こ
ひ
ご
ろ
も
き
て
あ

り
わ
ら
の
む
か
し
こ
い
L
や
」
と
か
た
ば
ち
に
う
た
い
申
候
。
】
是
に
て

は
い
よ
／
＼
と
く
し
ん
な
さ
れ
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
（
一
五
〇
～
一
五
四

頁
／
八
四
～
八
五
頁
）

部
分
①
で
は
、
「
心
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
が
説
明

さ
れ
て
い
る
。
「
自
己
一
体
の
月
と
見
て
見
性
す
る
時
」
、
「
心
」
は
形
の
な
い

（
浅
9
）

も
の
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
形
が
な
い
か
と
思
え
ば
、
様
々
な
物
の
形
や
姿

の
隅
々
に
ま
で
行
き
わ
た
り
、
「
万
物
の
道
理
を
つ
と
」
め
た
り
も
す
る
の
で

あ
る
。
「
万
物
の
道
理
を
つ
と
む
る
事
、
是
ま
た
妙
な
り
」
と
あ
る
通
り
、
変

幻
自
在
の
「
心
」
の
様
子
は
「
妙
」
と
い
う
語
で
も
表
現
す
る
こ
と
が
で
き

（
注
1
0
）

る
。
更
に
「
心
を
物
に
た
と
へ
て
い
ふ
」
と
、
「
こ
ん
が
う
の
せ
う
た
い
」
「
す

い
せ
う
の
玉
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
置
い
て
も

「
色
の
へ
ん
ず
る
と
い
ふ
事
な
く
」
、
「
よ
く
と
ぎ
た
て
た
る
銃
」
の
よ
う
に
「
か

げ
・
さ
わ
り
」
が
な
い
。
悟
り
に
到
達
し
た
心
が
「
よ
く
と
ぎ
た
て
た
る
鏡
」

（
注
1
1
〉

に
喩
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
し
た
。

続
く
②
の
部
分
で
は
、
「
ま
た
物
の
道
理
を
よ
く
い
ふ
て
、
そ
の
し
や
べ
つ

を
わ
け
て
し
ら
す
る
も
の
は
、
意
念
と
い
ふ
て
知
恵
の
根
本
な
り
。
」
と
述
べ

て
、
「
心
」
が
悟
り
に
到
達
す
る
際
、
ど
の
よ
う
な
作
用
が
働
い
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
。
「
物
の
道
理
」
を
「
L
や
べ
つ
」
す
る
の
は
、
「
意



念
」
の
働
き
で
あ
る
と
言
う
。
「
意
念
」
が
正
し
く
働
い
て
い
る
時
は
「
意
念
」

は
「
心
境
」
と
一
体
に
な
り
、
心
は
「
こ
ん
が
う
の
せ
う
た
い
」
や
「
す
い
せ

う
の
玉
」
　
の
よ
う
に
な
り
、
迷
い
は
な
く
な
る
。
し
か
し
「
意
念
」
が
「
悪
に

へ
ん
ず
る
時
」
は
、
様
々
な
も
の
に
心
を
と
ら
わ
れ
て
し
ま
い
、
「
ほ
ん
ぶ
の

ま
よ
ひ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
迷
い
の
内
に
陥
ら
ず
に
す
む
か
ど
う
か
は
、
ひ

（
注
1
2
）

と
え
に
「
意
念
」
が
正
し
く
働
く
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
意
念
」
と
は
「
知
恵
の
根
本
」
で
あ
る
と
出
家
は
述
べ
て
い
る
が
、
「
意
念
」

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
の
「
根
本
」
で
あ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
「
知
恵
」
と
は

一
体
ど
の
よ
う
な
か
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
続
け
て
「
知

恵
」
　
に
つ
い
て
の
説
明
を
始
め
て
い
る
。

ま
ず
「
r
ち
へ
は
八
尺
の
く
わ
ん
ぬ
き
と
な
り
て
、
実
門
の
と
ぢ
て
ひ
ら
き

が
た
し
。
ち
へ
は
あ
し
き
も
の
な
れ
ば
、
知
恵
を
す
て
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
、
あ
る
人
物
の
言
説
が
引
用
さ
れ
た
も
の
、
し

か
も
そ
の
人
物
と
は
敬
意
を
払
わ
れ
る
べ
き
人
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
「
の
た
ま

ふ
」
と
い
う
尊
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
少
し
後
の

箇
所
に
も
「
ぬ
す
人
の
い
ふ
事
を
ま
こ
と
、
お
ぼ
し
め
し
だ
ま
さ
れ
た
ま
ふ

事
、
（
中
略
）
本
知
そ
な
わ
り
村
割
判
ゆ
へ
、
三
世
浄
土
を
さ
と
り
増
割
利
な

り
」
と
尊
敬
の
表
現
が
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
箇
所
の
主
体
で
あ
る
「
知
識
」
、

（
注
1
3
）

つ
ま
り
「
大
禅
知
識
」
が
そ
の
人
物
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
「
大
禅
知
識
」

と
は
、
高
い
徳
を
備
え
た
僧
の
こ
と
で
あ
る
。
出
家
は
、
「
大
禅
知
識
」
は
「
知

恵
」
を
捨
て
よ
と
説
く
が
、
そ
れ
は
「
知
恵
」
に
基
づ
い
て
判
断
し
た
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
時
の
心
は
「
む
く
」
、
つ
ま
り
穣
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
っ
て
、

決
し
て
「
ち
へ
」
が
悪
い
の
で
は
な
い
と
説
明
す
る
。

こ
の
部
分
で
は
、
「
知
恵
（
ま
た
は
「
ち
へ
」
）
」
と
い
う
語
が
、
一
つ
の
意

味
だ
け
で
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
　
「
知

恵
」
が
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
表
し
て
い
る
の
か
を
確
定
し
な
け
れ
ば
正
確
に
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
ち
へ
を
す
て
よ
と
の
た
ま
ふ
も
ま
た
ち
へ
な
れ

ば
」
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
「
知
恵
」
　
の
中
に
は
、
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
「
知
恵
」
と
、
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
判
断
を
下
す
「
知

恵
」
と
の
二
種
類
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
続
け
て
「
「
ち
へ
を
す
て
よ
し
と
の

た
も
ふ
は
、
悪
知
を
き
り
て
、
本
知
に
な
れ
と
い
ふ
事
な
り
。
」
と
あ
る
の
で
、

「
知
恵
」
に
は
　
「
悪
知
」
と
「
本
知
」
　
の
二
つ
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
「
悪

知
」
と
は
、
「
ぬ
す
人
の
ち
へ
」
で
あ
り
、
「
大
禅
知
識
」
　
つ
ま
り
高
い
徳
を
備

え
た
僧
を
も
騙
し
て
し
ま
っ
た
り
、
「
つ
い
に
は
身
を
う
し
」
な
わ
せ
、
身
を

破
滅
に
追
い
や
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
悪
知
恵
を
指
す
。
具
体
的
に
は
、
自
分
の

利
益
の
た
め
に
他
人
を
騙
そ
う
と
し
た
り
、
保
身
の
た
め
に
そ
の
場
限
り
の
言

動
を
と
ろ
う
と
し
た
り
す
る
考
え
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
「
本

知
」
と
は
「
正
直
あ
き
ら
か
」
な
知
恵
で
あ
る
。
「
悪
知
」
の
説
明
に
あ
る
喩

え
と
対
応
さ
せ
て
言
え
ば
、
盗
人
に
騙
さ
れ
て
し
ま
う
高
僧
が
備
え
て
い
る
知

恵
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
正
直
あ
き
ら
か
」
な
知
恵
は
「
悪
知
」
に
よ
っ
て

簡
単
に
騙
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
一
見
「
お
ろ
か
」
な
よ
う
に
思
わ
れ
る

が
、
「
三
世
浄
土
を
さ
と
」
る
た
め
に
必
要
な
の
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
だ
と
述
べ



て
い
る
。
「
本
知
」
を
備
え
て
い
る
こ
と
と
は
、
疑
う
こ
と
を
知
ら
な
い
、
純

粋
な
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
上
人
下
人
、
老
若

男
女
、
出
家
侍
民
百
性
等
に
い
た
る
ま
で
」
、
身
分
や
年
齢
・
性
別
に
か
か
わ

ら
ず
ど
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
も
、
「
本
知
」
に
到
達
す
る
時
、
「
心
」
は
「
と
ぎ

あ
げ
た
る
か
ゞ
み
の
面
て
」
の
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
「
本
知
」
を
備
え
て
い
る

こ
と
と
は
、
人
を
疑
わ
な
い
純
粋
な
心
を
持
ち
、
「
三
世
浄
土
を
さ
と
」
っ
て
い

る
状
態
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
心
鏡
」
と
同
義
で
あ
る
。

続
く
③
の
部
分
で
、
出
家
は
、
「
心
鏡
」
さ
え
保
っ
て
い
れ
ば
「
女
ぼ
ん
・

に
く
じ
き
に
身
を
け
が
し
て
も
、
心
の
け
が
る
、
と
い
ふ
事
す
こ
し
も
な
け
れ

ば
、
破
関
を
し
て
破
閲
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
て
、
身
の
積
れ
は
本
質
的
な
積
れ

（
注
1
4
）

で
は
な
い
こ
と
を
説
く
。
心
を
清
く
保
つ
と
い
う
前
提
が
守
ら
れ
る
な
ら
ば
、

「
仏
道
は
み
だ
り
に
さ
ほ
う
な
さ
れ
て
も
」
か
ま
わ
な
い
。
つ
ま
り
女
色
に
姪
し

ほ
し
い
ま
ま
に
振
る
舞
っ
て
も
、
そ
の
行
為
は
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
示
さ
れ
た
考
え
方
は
、
道
歌
十
六
番
・
六
十
番
・
六
十
一

番
に
反
映
し
て
い
る
。

1
6
　
あ
さ
ま
し
き
園
に
て
ほ
と
け
聖
人
の
お
し
へ
う
た
が
ふ
人
ぞ
つ
た

な
き

6
0
　
人
間
の
同
凪
を
仏
と
お
も
ふ
な
よ
い
き
た
る
も
の
、
園
の
う
わ
も
り

6
1
　
人
間
の
国
を
仏
と
お
も
ふ
な
と
お
し
ゆ
る
物
ぞ
ほ
と
け
な
り
け
り

六
十
一
番
は
、
「
大
禅
知
識
」
が
「
本
知
」
に
基
づ
い
て
「
悪
知
」
を
捨
て

る
よ
う
に
説
い
た
と
い
う
こ
と
と
重
ね
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
人
間
の
知
恵
」

を
「
仏
」
の
知
恵
で
あ
る
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
と
教
え
る
知
恵
こ
そ
が
「
本

知
」
な
の
だ
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
仏
」
の
知
恵
と
は
「
本
知
」
の
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
対
照
さ
せ
て
あ
る
「
人
間
の
知
恵
」
は
「
悪
知
」
と
も

言
い
換
え
ら
れ
る
。
六
十
一
番
と
同
じ
く
六
十
番
に
も
「
人
間
の
知
恵
」
と
い

う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
六
十
番
は
、
「
人
間
の
知
恵
」
を
「
本

知
」
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
、
「
人
間
の
知
恵
」
と
は
所
詮
「
悪
知
」
を
積
み

重
ね
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
、
と
解
釈
で
き
る
。
十
六
番
の
「
あ
さ
ま
し
き

知
恵
」
と
は
「
人
間
の
知
恵
」
、
す
な
わ
ち
「
悪
知
」
の
言
い
換
え
と
考
え
ら

れ
る
の
で
、
「
悪
知
」
に
よ
っ
て
「
ほ
と
け
聖
人
の
お
し
へ
」
を
疑
う
人
は
ま

っ
た
く
愚
か
な
も
の
だ
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
の
連
歌
も
、

浅
は
か
な
人
間
の
知
恵
を
捨
て
る
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

三

し
か
し
、
出
家
の
説
明
の
通
り
で
あ
る
な
ら
、
釈
迦
を
初
め
と
し
て
多
く
の

偉
大
な
先
師
達
が
女
犯
・
肉
食
な
ど
の
戒
律
を
保
ち
、
身
の
稜
れ
と
な
る
も
の

を
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
き
た
の
は
何
故
な
の
か
、
そ
も
そ
も
戒
律
が
存
在
し
て

き
た
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
悟
っ
て
い
る

な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
戒
律
は
保
た
ず
と
も
よ
い
等
だ
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
つ
い

て
の
問
答
が
ブ
ロ
ッ
ク
1
9
で
展
開
さ
れ
る
。

【
引
用
四
】
　
（
ブ
ロ
ッ
ク
1
9
）

其
時
わ
が
身
申
候
は
、
「
さ
や
う
の
道
理
な
ら
ば
、
仏
法
根
元
の
釈
迦
如



来
、
其
末
々
の
祖
師
達
は
、
な
に
と
て
女
は
ん
・
に
く
じ
き
・
か
い
も
ん

を
御
た
も
ち
た
ま
ふ
や
。
た
ヾ
し
皆
ま
よ
ひ
の
人
に
て
候
や
」
。
出
家
こ

た
へ
て
、
「
尤
の
ふ
し
ん
な
り
。
夫
仏
道
の
か
ん
も
ん
は
、
第
一
に

を
か
ん
や
う
い
た
す
な
り
。
女
は
ん
・
に
く
じ
き
を
た
も
ち
、
其
外
に

い
ま
し
め
お
、
き
は
、
そ
れ
人
が
い
い
く
千
万
あ
り
と
い
ヘ
ビ
も
、
本
心

た
ゞ
し
き
も
の
ま
れ
な
る
ゆ
へ
、
体
を
い
ま
し
め
、
体
よ
り
心
を
ろ
く
に

け
が
さ
ぬ
た
め
の
ぎ
ゃ
う
り
つ
な
り
。
末
世
ま
で

ず
た
て
た
ま
わ
ん
た
め
に
、
身
を
す
て
、
か
い
も
ん
・
女
ぼ
ん
・
に
く
じ

き
を
た
も
ち
、
衆
生
を
す
く
ひ
た
ま
わ
ん
と
の

ほ
う
べ
ん

に
あ
り
が
た
き
事
、
た
と
へ
て
も
た
と
へ
が
た
き
ゆ
へ
、
人
が
を
は
な
れ

た
ま
ふ
事
な
り
と
て
人
弗
と
か
い
て
仏
と
よ
み
、
名
付
奉
る
な
り
。
是
に

て
合
点
な
さ
れ
よ
」
。
（
一
五
四
～
一
五
七
頁
／
八
五
～
八
六
頁
）

出
家
は
吉
野
の
疑
問
を
「
尤
の
ふ
し
ん
」
で
あ
る
と
認
め
、
応
答
す
る
。
仏
道

に
多
く
の
戒
律
が
備
わ
っ
て
い
る
の
は
、
「
本
心
た
ヾ
し
き
も
の
ま
れ
な
る
ゆ

へ
、
体
を
い
ま
し
め
、
体
よ
り
心
を
ろ
く
に
け
が
さ
ぬ
た
め
の
ぎ
ゃ
う
り
つ
」

で
あ
る
か
ら
だ
と
言
う
。
正
し
い
道
を
守
り
通
せ
る
強
さ
を
持
っ
た
人
間
ば
か

り
で
は
な
い
の
で
、
心
を
安
ら
か
に
、
ま
た
綴
れ
の
な
い
状
態
に
保
つ
た
め
、

ま
ず
身
体
を
秩
れ
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
の
工
夫
と
し
て
戒
律
は
存
在

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
し
い
道
を
守
り
通
せ
る
人
間
な
ら
ば
、
戒
律
を
保
つ

必
要
は
な
い
。
「
釈
迦
如
来
」
や
「
祖
師
達
」
は
悟
り
の
域
に
達
し
て
い
た
の

で
、
彼
等
に
戒
律
は
必
要
で
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
先
師
達
が
敢
え
て
「
身
を

す
て
、
か
い
も
ん
・
女
は
ん
・
に
く
じ
き
を
た
も
」
っ
た
の
は
、
「
末
世
ま
で
ほ
う

べ
ん
の
す
た
ら
ず
た
て
た
ま
わ
ん
た
め
」
で
あ
り
、
そ
し
て
保
た
れ
た
「
ほ
う

べ
ん
」
に
よ
っ
て
「
衆
生
を
す
く
」
う
た
め
で
あ
っ
た
。
「
ほ
う
べ
ん
」
と
は
、
多

く
の
人
々
を
仏
に
近
づ
け
る
た
め
の
手
段
や
工
夫
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
説
明
を
聞
い
た
吉
野
は
、
「
仏
法
は
ほ
う
べ
ん
第
一
に
し
て
、
末
世
の

衆
生
の
た
め
に
か
い
り
つ
・
き
や
う
か
い
を
立
た
ま
ふ
と
の
御
事
、
い
よ
～
－

至
極
い
た
し
、
あ
り
が
た
く
候
」
　
（
ブ
ロ
ッ
ク
1
9
、
一
五
六
頁
／
八
六
頁
）
と

納
得
す
る
。
そ
し
て
た
っ
た
今
説
か
れ
た
こ
と
を
眼
前
の
出
家
に
投
影
さ
せ
て

み
る
。
す
る
と
、
こ
の
出
家
が
富
野
の
前
で
見
せ
る
の
は
、
「
さ
ん
や
へ
た
る

み
な
く
」
や
っ
て
来
て
、
「
魚
鳥
」
を
食
し
、
「
大
酒
」
を
飲
み
、
「
く
ぜ
つ
・

（
注
1
5
）

う
ら
み
・
り
ん
き
ぶ
か
く
ひ
か
り
を
く
れ
、
こ
じ
や
く
り
に
し
ゃ
く
り
た
ま
ふ

事
た
び
く
」
と
い
う
状
態
で
あ
る
。
ま
た
出
家
の
「
く
だ
・
お
だ
ま
き
」
は
、

吉
野
が
召
し
使
っ
て
い
る
者
達
か
ら
も
「
一
L
は
あ
つ
か
ま
し
い
」
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
状
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
す
い
せ
う
り
ん
の

ご
と
く
に
御
心
を
け
が
さ
ず
、
行
住
ざ
ぐ
わ
に
修
し
」
て
い
る
あ
な
た
だ
か
ら

問
題
に
は
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
皮
肉
を
込
め
て
、
吉
野
は

「
す
こ
し
も
く
る
し
か
ら
ず
候
や
」
と
問
う
。

出
家
は
吉
野
の
問
い
に
対
し
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

【
引
用
五
】
　
（
ブ
ロ
ッ
ク
1
9
）

「
扱
々
書
ど
の
は
、
い
づ
れ
の
道
に
も
、
す
き
ま
か
ぞ
ゆ
る
と
ぼ
そ
の
風

の
ご
と
く
な
る
御
ふ
し
ん
な
り
。
愚
僧
な
が
～
1
－
と
仏
法
御
は
な
し
い
た



し
候
は
、
仏
よ
り
の
御
便
に
、
物
お
ぼ
へ
の
つ
よ
き
小
者
・
中
間
が
ま
い

り
た
る
と
お
ほ
し
め
し
下
さ
れ
候
へ
。
吉
ど
の
に
な
れ
そ
め
て
此
か
た

は
、
仏
や
ら
み
だ
や
ら
よ
し
野
ど
の
や
ら
、
だ
れ
や
ら
か
や
ら
わ
き
ま
へ

な
く
、
（
中
略
）
あ
ま
り
心
う
さ
の
ま
、
一
首
、
r
君
を
こ
ひ
か
ね
の
ほ
し

さ
に
よ
も
す
が
ら
た
く
み
ば
か
り
に
夜
こ
そ
ね
ら
れ
ね
」
な
ど
、
よ
み
、

夜
を
あ
か
す
や
う
な
る
つ
た
な
き
愚
僧
な
れ
ば
、
こ
ん
が
う
・
す
い
せ
う

り
ん
と
や
ら
ん
に
な
り
申
事
は
、

み
ろ
く
の
出
世
に
も
な
き
事
に
て
候
。

上
に
は
衣
を
若
し
、
出
家
の
や
う
に
兄
へ
侯
へ
ど
も
、
下
は
な
に
と
も
名

の
付
ら
れ
ぬ
も
の
と
お
ぼ
し
め
し
た
ま
わ
り
侯
へ
。

惣
じ
て
愚
僧
ば
か
り

に
か
ぎ
ら
ず
、
世
間
を
つ
ら
く
見
る
に
、
ま
ざ
れ
物
・
に
せ
も
の
、

俗
・
出
家
に
よ
ら
ず
お
、
き
物
な
り
。
や
き
付
の
金
つ
ば
、
金
と
兄
へ
て

下
あ
か
ゞ
ね
、
新
町
も
の
の
わ
ん
・
お
し
き
、
か
た
地
と
兄
へ
て
の
り
地

な
り
。
お
寺
に
ご
ざ
る
お
び
く
に
ん
、
お
と
こ
と
見
え
て
女
な
り
。
相
対

ら
の
ご
と
き
に
せ
法
師
、
女
は
ん
・
魚
鳥
の
く
い
た
き
に
な
が
だ
ん
ぎ
を

申
た
て
、
古
人
の
さ
と
り
て
な
さ
れ
た
る
破
閑
の
し
な
を
か
た
り
だ
し
、

r
中
か
う
は
一
休
も
破
関
を
な
さ
れ
候
へ
ど
も
、
心
を
け
が
し
た
ま
わ
ね

ば
、
破
閑
と
兄
へ
て
は
か
い
で
な
し
、
一
向
宗
な
ど
見
た
ま
へ
」
と
、
色

々
さ
ま
L
r
L
t
申
た
て
、
さ
と
り
の
人
の
な
さ
れ
L
を
す
き
う
つ
L
に
よ

く
に
せ
て
、
道
理
を
つ
め
て
申
さ
る
れ
ば
、
正
直
に
し
て
ち
へ
の
な
き
、

り
ち
ぎ
に
ま
が
ふ
大
ば
か
の
お
と
こ
・
お
ん
な
が
こ
れ
を
き
、
、

r
さ
と

り
と
い
ふ
も
是
な
ら
ん
」
と
は
ん
ぶ
を
い
よ
く
ま
よ
わ
す
も
、
上
は
出

家
と
見
ゆ
れ
ど
も
、
下
は
ぼ
ん
ぷ
の
お
よ
ば
ざ
る
し
た
ぬ
き
く
れ
の
大
め

い
ぢ
ん
、
こ
れ
に
て
合
点
な
さ
れ
よ
」
と
つ
ぶ
さ
に
こ
そ
は
の
た
ま
い
け

る
。
（
一
五
七
～
一
五
九
頁
／
八
六
～
八
七
頁
）

出
家
は
自
ら
「
こ
ん
が
う
・
す
い
せ
う
り
ん
」
　
の
よ
う
な
心
を
保
つ
城
に
は

達
し
て
い
な
い
こ
と
、
自
身
が
「
上
に
は
衣
を
若
し
、
出
家
の
や
う
に
兄
へ
侯

へ
ど
も
、
下
は
な
に
と
も
名
の
付
ら
れ
ぬ
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ

し
て
、
自
分
と
同
様
、
僧
侶
の
な
り
は
し
て
い
て
も
心
を
磨
か
ず
、
い
い
加
減

に
振
る
舞
っ
て
い
る
「
に
せ
法
師
」
が
、
世
の
中
に
は
数
多
く
見
ら
れ
を
こ
と

を
指
摘
す
る
。
「
に
せ
法
師
」
は
自
ら
が
女
犯
や
肉
食
を
行
い
た
い
が
た
め
に
、

（
注
1
6
）

「
古
人
」
が
悟
り
に
到
達
し
た
上
で
「
破
開
」
を
行
っ
た
こ
と
を
語
り
、
一
休

（
注
1
7
）

の
破
戒
行
為
や
一
向
宗
で
肉
食
妻
帯
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
例
に
挙
げ
、

「
心
を
け
が
し
た
ま
わ
ね
ば
、
破
閑
と
兄
へ
て
は
か
い
で
な
」
　
い
、
即
ち
心
を

穣
し
て
い
な
け
れ
ば
、
女
と
交
わ
っ
て
も
そ
れ
は
戒
律
を
破
る
こ
と
に
は
な
ら

な
い
と
説
く
。
女
性
と
の
交
渉
は
、
本
当
に
悟
っ
て
い
な
け
れ
ば
凡
夫
の
放
将

と
同
じ
で
あ
っ
て
、
心
を
迷
い
に
近
づ
け
る
危
険
な
行
為
な
の
だ
が
、
「
に
せ

法
師
」
は
そ
の
点
を
強
調
す
る
こ
と
な
く
、
古
の
悟
り
人
の
行
為
を
「
す
き
う

つ
L
に
よ
く
に
せ
て
、
道
理
を
つ
め
て
」
説
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
正
直

に
し
て
ち
へ
の
な
き
、
り
ち
ぎ
に
ま
が
ふ
大
ば
か
の
お
と
こ
・
お
ん
な
」
は
、

女
犯
や
肉
食
を
放
埼
た
ら
し
め
な
い
た
め
の
大
前
提
で
あ
る
悟
り
に
つ
い
て
十

分
に
知
ら
さ
れ
ず
、
仏
法
や
悟
り
を
誤
っ
て
理
解
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
の
力
で
は
仏
の
教
え
を
岨
囁
で
き
ず
、

10



教
え
を
噛
み
砕
い
て
示
し
て
く
れ
る
先
達
を
必
要
と
す
る
人
々
で
あ
る
。
修
行

と
は
本
来
「
ち
へ
な
く
し
て
は
儒
釈
道
の
修
行
調
べ
き
や
」
　
（
【
引
用
二
】
）
と

あ
る
通
り
、
知
恵
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
仏
の
教
え
を
自
ら
の
力
で

理
解
す
る
だ
け
の
賢
さ
が
な
け
れ
ば
、
成
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
。

し
か
し
「
大
ば
か
の
お
と
こ
・
お
ん
な
」
　
に
そ
の
よ
う
な
賢
さ
は
な
い
。
た

だ
、
教
え
ら
れ
る
こ
と
を
受
け
容
れ
る
「
正
直
」
さ
、
つ
ま
り
素
直
さ
は
備
え

て
い
る
の
で
、
「
に
せ
法
師
」
は
彼
等
の
無
知
・
素
直
さ
に
つ
け
込
み
、
仏
説

を
自
ら
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
歪
曲
し
て
説
く
。
「
夫
仏
道
の
か
ん
も
ん
は
、

第
一
に
法
便
を
か
ん
や
う
い
た
す
」
　
（
【
引
用
四
】
）
　
こ
と
は
、
人
々
が
容
易
に

仏
道
に
入
れ
る
よ
う
、
そ
の
入
り
際
の
敷
居
を
低
く
す
る
と
い
う
こ
と
な
の

だ
。
こ
の
工
夫
は
、
人
々
が
仏
説
を
曲
解
し
て
し
ま
う
事
態
を
回
避
す
る
こ
と

に
繋
が
る
。
「
ほ
う
べ
ん
」
は
、
末
世
の
衆
生
に
仏
法
が
正
し
く
伝
え
ら
れ
る

た
め
に
必
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
道
歌
と
し
て
表
し
て
い
る
の
が
、
四
十
一
番
で
あ
る
。

4
1
園
の
な
き
人
を
道
引
同
胞
に
は
た
ヾ
同
開
凶
を
か
ん
や
う
に
せ
よ

「
知
恵
の
な
き
人
」
と
は
、
【
引
用
五
】
の
「
正
直
に
し
て
ち
へ
の
な
き
、
り
ち

ぎ
に
ま
が
ふ
大
ば
か
の
お
と
こ
・
お
ん
な
」
　
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
道
歌
は
「
仏

の
教
え
を
岨
噂
す
る
だ
け
の
理
解
力
の
な
い
人
々
を
悟
り
に
到
達
さ
せ
る
た
め

の
修
行
で
は
、
人
々
に
正
し
く
仏
法
を
理
解
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
が
重
要
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
、
戒
律
を
守
ら
せ
る
こ
と
に
力
を
入
れ
よ
」
と
解
釈
で
き
る
。

「
ほ
う
べ
ん
」
の
語
は
、
連
歌
四
十
二
番
エ
バ
十
五
番
に
も
見
ら
れ
、
プ
ロ
ッ

ク
1
9
の
問
答
と
道
歌
四
十
一
番
に
示
さ
れ
た
考
え
を
補
足
す
る
も
の
と
理
解
で

き
る
。4

2
園
を
き
、
て
仏
道
ね
が
ふ
人
い
つ
わ
り
か
へ
り
ま
こ
と
な
り
け
り

6
5
国
の
い
つ
わ
り
き
ら
ふ
儒
道
に
も
二
十
四
孝
は
同
開
凶
に
、
る

四
十
二
番
は
、
人
々
に
仏
法
を
正
し
く
理
解
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
を
聞
い
て

仏
道
を
願
う
よ
う
に
な
っ
た
人
は
、
「
い
つ
わ
り
」
が
転
じ
て
「
ま
こ
と
」
と

な
る
よ
う
に
、
初
め
は
仏
法
の
本
質
を
見
ず
に
入
門
し
て
も
、
後
に
は
本
当
の

信
心
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
と
な
る
。
六
十
五
番
は
、
仏
教
に
お
い
て
仏

法
を
人
々
に
正
し
く
理
解
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
を
、
儒
学

を
奉
じ
る
立
場
の
人
々
は
便
宜
的
で
あ
る
と
し
て
攻
撃
す
る
が
、
儒
学
に
お
け
一

る
「
二
十
四
孝
」
は
、
仏
教
に
お
け
る
「
ほ
う
べ
ん
」
と
同
じ
役
割
を
果
た
す
　
1
1

も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
似
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
毎
。
1
8
）
　
　
　
　
　
l

四

前
節
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
1
8
・
1
9
の
内
容
を
そ
れ
ぞ
れ
ま

と
め
て
み
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
1
8
で
は
、
人
間
の
浅
は
か
な
知
恵
で
あ
る
　
「
悪
知
」

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
限
り
、
悟
り
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
早
く

そ
れ
を
捨
て
る
べ
き
だ
と
説
か
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
1
9
で
は
、
「
修
行
」
　
に
は
仏
の

教
え
を
理
解
す
る
賢
さ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
解
力
の
な
い
者
達
を

導
く
際
に
は
、
仏
法
を
正
し
く
理
解
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
を
重
視
す
べ
き
だ
と

強
調
さ
れ
て
い
る
。



で
は
、
こ
れ
ら
の
考
え
方
は
、
上
・
中
巻
に
お
け
る
ど
の
言
説
を
支
え
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
上
・
中
巻
で
「
修
行
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
部
分
で
、

知
恵
と
関
連
す
る
事
柄
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。

【
引
用
七
】
　
（
ブ
ロ
ッ
ク
1
2
）

そ
の
時
平
金
の
た
ま
ふ
は
、
「
一
々
段
々
至
極
せ
り
。
さ
わ
い
、
な
が
ら

そ
れ
が
し
は
、
よ
う
せ
う
の
こ

ろ
よ
り
も
六
法
ず
き
に
て
候
へ
ば
、
文
字

壱
つ
も
お
ぼ
へ
ず
し
て
、
何
と

い
た
さ
ん
や
」
。
よ
し
野
の
君
は
き

こ
し
め
し
、
「
げ
に
尤
の
御
こ
と
わ
り
、
儒
釈
道
に
か
ぎ
ら
ず
、
文
字
し

ら
で
は
な
り
が
た
し
。

し
か
り
と
は
申
せ
ど
も
、
か
う
L
は
天
地
万
物
を

つ
ヾ
ま
や
か
に
調
へ
て
、
仁
義
の
五
つ
の
文
字
に
て
衆
生
を
す
く
い
た
ま

ふ
な
り
。
釈
迦
は
三
世
浄
土
を
立
、
あ
ま
た
の
経
意
を
あ
み
た
て
、
、
ひ

ろ
き
を
あ
つ
め
調
へ
て
、
六
字
の
め
う
が
う
・
妙
法
の
五
字
に
つ
ゞ
め

て
、
衆
生
を
ば
た
す
け
た
ま
ふ
ぞ
あ
り
が
た
や
。
む
か
で
と
い
ふ
そ
の
む

し
は
、
あ
し
百
あ
り
て
あ
ゆ
む
な
り
。
へ
び
に
は
足
は
な
け
れ
ど
も
、
其

面
々
の
心
得
に
あ
ゆ
む
道
理
の
そ
な
わ
れ
ば
、
む
か
で
の
足
の
百
有
を
へ

び
の
う
ら
や
む
事
ぞ
な
し
。
六
字
の
め
う
が
う
・
妙
法
の
五
字
は
、
極
楽

浄
土
へ
の
衆
生
の
足
に
て
候
へ
ば
、
一
切
経
を
よ
み
つ
く
し
、
大
学
者
あ

り
と
て
も
、
う
ら
や
む
事
さ
ら
に
な
し
。
（
後
略
）
」
　
（
五
〇
～
五
二
頁
／

四
四
～
四
五
頁
）

平
金
は
「
文
字
壱
つ
も
お
ぼ
へ
ず
し
て
、
何
と
修
行
い
た
さ
ん
や
」
と
尋
ね

る
。
そ
し
て
こ
れ
に
応
答
す
る
吉
野
の
言
葉
に
「
儒
釈
道
に
か
ぎ
ら
ず
、
文
字

し
ら
で
は
な
り
が
た
し
」
と
あ
り
、
「
修
行
」
に
は
「
文
字
」
を
知
っ
て
い
る

こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
な
り
の
学
力
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
が
表
れ
て
い
る
。
平

金
は
「
よ
う
せ
う
の
こ
ろ
よ
り
も
六
法
ず
き
」
で
あ
っ
た
か
ら
、
真
面
目
に
勉

学
に
励
ん
で
は
こ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
、
儒
学
に
し
て
も
仏
教
に
し
て
も
、
そ

の
経
典
を
自
ら
読
み
理
解
で
き
る
だ
け
の
学
力
を
養
っ
て
お
ら
ず
、
仮
に
読
も

う
と
志
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
を
理
解
す
る
の
は
困
難
な
状
態
に
あ
る
。

し
か
し
、
吉
野
が
語
る
に
は
、
釈
迦
や
孔
子
は
、
経
典
を
読
ま
な
い
　
（
読
め
な

い
）
「
衆
生
を
ば
た
す
け
た
ま
ふ
」
方
法
を
準
備
し
て
い
た
。
孔
子
は
仁
義
礼

智
信
の
五
つ
文
字
に
、
釈
迦
は
「
六
字
の
め
う
が
う
・
妙
法
の
五
字
」
に
、
そ

れ
ぞ
れ
の
教
え
を
凝
縮
さ
せ
て
衆
生
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
野
は
、
「
あ
一

し
百
あ
り
て
あ
ゆ
む
」
「
む
か
で
」
を
、
足
を
持
た
な
い
　
「
へ
び
」
が
羨
む
こ
　
は

と
が
な
い
よ
う
に
、
学
力
の
無
い
人
も
ま
た
二
一
切
経
を
よ
み
つ
く
」
す
「
大
－

学
者
」
を
「
う
ら
や
む
」
必
要
は
全
く
な
く
、
そ
の
人
の
身
に
合
っ
た
「
修

行
」
を
す
れ
ば
よ
い
と
説
い
て
い
る
。

自
分
一
人
で
「
修
行
」
を
す
る
に
は
、
「
知
恵
」
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
が
、
自
分
一
人
だ
け
の
力
で
「
修
行
」
で
き
る
人
は
、
世
の
中
に

そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
六
法
を
踏
み
、
さ
し
た
る
学
力
も
な
い
平
金
の
姿
は
、

難
解
な
仏
の
教
え
を
自
分
一
人
で
岨
噂
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

世
の
多
く
の
人
々
の
姿
を
形
象
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
平
金
が
身
の
丈

に
合
っ
た
「
修
行
」
の
方
法
を
会
得
し
て
い
く
過
程
は
そ
の
ま
ま
、
「
知
恵
」

の
な
い
、
世
の
多
く
の
人
々
が
「
修
行
」
　
の
手
段
を
理
解
し
て
い
く
道
筋
と
な



っ
て
い
る
。

そ
し
て
ま
た
、
「
修
行
」
に
「
知
恵
」
を
必
要
と
す
る
と
い
う
考
え
は
、
上
・

中
巻
に
示
さ
れ
た
「
修
行
」
　
の
具
体
的
方
法
が
家
職
の
励
行
で
あ
る
こ
と
、
更

に
「
じ
ゆ
ず
を
つ
ま
ぐ
り
、
か
ね
を
た
、
き
、
念
仏
申
、
ま
た
座
禅
し
て
さ
と

り
を
ひ
ら
か
ん
と
」
す
る
よ
う
な
宗
教
的
行
為
が
必
ず
し
も
勧
め
ら
れ
て
い
な

（
注
1
9
）

い
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
家
職
に
勤
め
る
こ
と
は
、
俗
世
に
身
を
置
き
、

学
力
を
以
て
仏
の
教
え
を
習
得
で
き
な
い
人
々
に
可
能
な
「
修
行
」
の
手
段
で

あ
る
か
ら
だ
。
家
職
の
励
行
は
、
各
人
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
立
場
を
肯
定

し
た
上
で
、
そ
の
人
の
身
に
合
っ
た
修
行
の
手
段
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

五

本
稿
で
は
、
下
巻
に
お
け
る
教
義
問
答
を
読
み
説
い
た
が
、
検
討
の
対
象
と

し
て
は
ブ
ロ
ッ
ク
1
8
・
1
9
に
限
定
し
た
。
下
巻
の
教
義
問
答
全
て
を
扱
わ
な
か

っ
た
の
は
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
る
が
、
続
く
ブ
ロ
ッ
ク
2
0
で
扱
わ
れ
る
の
が

「
自
力
」
と
「
他
力
」
の
問
題
、
つ
ま
り
仏
法
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
理

解
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
本
作
品
の
思
想
的
立
場
に
関
わ
る
話
題
で
あ
る
こ

と
に
拠
っ
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
2
0
の
問
答
は
、
本
稿
で
読
み
解
い
た
ブ
ロ
ッ
ク

1
8
・
1
9
に
比
べ
て
、
よ
り
抽
象
性
が
高
く
、
観
念
的
な
問
題
で
あ
る
よ
う
に
予

想
さ
れ
る
。

ブ
ロ
ッ
ク
2
0
で
、
ブ
ロ
ッ
ク
1
8
・
1
9
よ
り
も
抽
象
性
の
高
い
問
題
が
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
1
8
・
1
9
に
、
上
・
中
巻
に
示
さ
れ
た
「
修

行
」
を
支
え
る
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
「
修
行
」
を
軸
と
し
た
場
合
の
、
本
作
品
の
構
造
が
見
え
て
く
る
。
ま
ず

上
・
中
巻
に
、
日
常
生
活
を
送
る
上
で
実
際
に
心
が
け
る
べ
き
事
柄
、
具
体
的

に
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
下
巻
に
、
上
・
中
巻
で
示
し

た
教
訓
は
ど
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
ま
た
本
作

品
に
お
け
る
根
本
的
な
も
の
の
見
方
が
述
べ
ら
れ
る
。
本
作
品
は
、
い
わ
ば
表

層
的
な
教
訓
か
ら
始
ま
っ
て
、
段
階
的
に
思
想
の
深
層
部
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
く
と
い
う
構
造
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者
が
行
っ
て
き

た
、
「
修
行
」
の
語
を
中
心
に
据
え
た
検
討
の
う
ち
、
拙
稿
2
は
表
層
的
な
教
一

訓
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
は
そ
の
教
訓
の
根
拠
と
な
る
考
え
方
　
1
3

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
次
塙
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
卸
を
読
み
ー

解
く
が
、
そ
の
検
討
に
よ
っ
て
、
本
作
品
に
示
さ
れ
た
思
想
の
深
層
部
の
様
相

が
解
明
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
後
考
を
期
し
た
い
。

注
1
　
r
国
文
学
致
」
第
一
八
三
号
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
編
、
二
〇
〇
四
年
九
月
。

以
下
拙
稿
1
と
略
す
。

2
　
r
鯉
城
往
来
」
第
七
号
、
広
島
近
世
文
学
研
究
会
編
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
。
以
下

拙
稲
2
と
略
す
。

3
　
本
稿
で
は
、
拙
稿
2
で
掲
げ
た
も
の
よ
り
、
「
内
容
」
の
項
を
簡
略
化
し
た
構
成
表

を
掲
げ
て
い
る
。

4
　
本
文
引
用
は
r
新
編
稀
奮
複
製
会
叢
書
」
第
二
七
巻
（
中
村
幸
彦
氏
他
稲
、
臨
川
容



店
、
平
成
二
年
）
に
拠
る
が
、
同
書
に
誤
り
の
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
原
本
に
従
い
、

引
用
に
際
し
て
注
記
す
る
。
r
近
世
色
遺
諭
し
（
日
本
思
想
大
系
第
六
〇
巻
、
野
間
光
辰

氏
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
）
を
適
宜
参
照
し
た
。
傍
線
・
括
弧
は
す
べ
て
筆

者
に
よ
る
。
道
歌
に
は
通
し
番
号
を
付
し
、
概
念
を
示
す
語
を
四
角
で
囲
ん
で
い
る
。

引
用
箇
所
は
、
本
文
末
に
（
r
新
垢
稀
書
複
製
会
叢
書
」
該
当
頁
／
「
近
世
色
道
諭
し
該

当
頁
）
の
形
で
示
し
た
。

5
　
拙
稿
2
第
三
節
参
照
。

6
　
拙
稿
1
第
三
節
参
照
。

7
　
拙
稿
2
第
二
節
参
照
。

8
　
拙
稿
2
第
≡
節
参
照
。

9
　
「
見
性
」
と
は
、
悟
り
の
境
地
に
到
達
し
た
状
態
を
表
す
禅
語
で
あ
る
。
r
大
灯
国

師
仮
名
法
語
」
（
寛
永
二
年
刊
）
に
、
「
又
云
、
自
性
本
よ
り
仏
な
り
。
回
田
仏
を
求
む

べ
か
ら
す
。
自
性
に
生
死
無
し
。
又
生
死
を
敵
う
べ
か
ら
す
。
此
の
如
く
、
仏
を
も

求
め
ず
、
生
死
を
も
厭
わ
ざ
る
時
、
自
性
本
よ
り
現
れ
て
、
百
千
の
日
月
よ
り
も
明

な
り
。
是
に
於
て
、
少
し
心
を
注
ぎ
て
明
め
取
る
こ
と
あ
り
、
是
を
見
性
と
名
く
。

実
に
自
性
を
見
ば
、
直
に
生
死
捏
架
を
越
え
て
、
本
来
の
仏
に
て
有
る
べ
し
。
」
（
引

用
は
、
仏
教
教
育
宝
典
⑤
r
道
元
・
臨
済
禅
家
集
」
（
昭
和
四
十
七
年
、
玉
川
大
学
出

版
部
）
に
拠
る
。
語
句
の
四
角
囲
み
は
引
用
者
に
よ
る
。
）
と
あ
る
ほ
か
、
r
聖
一
国
師

仮
名
法
語
〓
正
保
三
年
刊
）
、
r
大
応
国
師
法
語
」
（
正
保
三
年
刊
）
、
r
永
平
開
山
道
元

和
尚
仮
名
法
語
〓
明
暦
三
年
刊
）
な
ど
、
禅
の
法
語
類
に
用
例
が
見
ら
れ
る
。

1
0
　
「
妙
」
の
語
は
、
作
品
中
、
ブ
ロ
ッ
ク
1
8
の
他
、
ブ
ロ
ッ
ク
9
・
1
7
に
用
例
が
あ

り
、
「
本
因
妙
」
「
本
来
妙
」
と
い
う
語
や
陰
陽
説
を
説
明
す
る
際
に
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
妙
」
は
概
念
語
句
と
し
て
扱
う
の
が
適
切
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
語

に
つ
い
て
の
検
討
は
別
稿
に
謙
る
。

1
1
　
拙
稿
1
第
三
節
参
照
。

1
2
　
拙
稿
1
第
三
節
参
照
。

1
3
　
通
常
は
「
善
知
識
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
禅
の
法
語
な
ど
で
も
「
善
知
識
」

の
用
字
が
l
般
的
で
あ
る
。
野
間
氏
は
r
近
世
色
通
論
」
八
五
頁
の
注
に
「
r
禅
知
識
」

は
r
善
知
識
】
の
誤
り
。
」
と
記
し
て
い
る
が
、
往
9
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
付
近
の

文
脈
に
禅
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
「
大
禅
知
識
」
は
禅
宗
の
僧

侶
を
想
定
し
て
の
用
字
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

1
4
　
拙
稿
1
第
四
節
参
照
。

1
5
　
r
近
世
色
通
論
」
八
六
頁
注
に
、
中
巻
「
い
ま
の
世
の
は
や
り
こ
と
ば
」
の
項
に
あ

る
「
一
ひ
か
り
を
く
る
、
と
は
何
と
し
た
る
事
な
る
や
。
す
こ
し
の
事
に
も
か
た

な
・
わ
き
ざ
し
を
ぬ
き
ひ
ら
め
か
す
れ
ば
、
い
な
づ
ま
の
ご
と
く
に
ひ
か
く
と
い

た
し
申
ゆ
へ
、
さ
や
う
な
る
も
の
を
、
ひ
か
り
を
く
る
、
と
申
候
。
ま
た
、
言
葉
に

て
人
を
お
ど
し
中
も
、
ひ
か
り
を
く
る
、
と
申
侍
ペ
る
な
り
」
と
い
う
箇
所
を
参
看
す

べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

1
6
　
「
破
開
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、
野
間
氏
は
r
近
世
色
通
論
」
八
五
頁
注
で
「
r
破

戒
」
の
誤
り
。
」
と
し
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
辞
書
や
同
時
代
の
作
品
中
に
、
「
破

開
」
の
語
形
で
の
用
例
は
見
出
せ
な
い
。
「
閑
」
の
一
字
に
限
れ
ば
、
「
あ
ら
ば
ち
」
と

い
う
語
に
「
新
開
」
の
用
字
が
あ
り
、
さ
ら
に
r
角
川
古
語
大
辞
典
」
に
よ
れ
ば
「
あ
ら

わ

ば
ち
を
破
る
」
と
い
う
慣
用
表
現
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
破
開
」
の
語
義
は

は

ち

　

わ

「
閑
を
破
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
「
女
と
交
わ
る
こ
と
」
と
認
定
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

1
7
一
休
が
女
犯
の
戒
を
破
っ
て
い
た
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
r
狂
雲
集
〓
寛
永

一
九
年
刊
）
中
の
、
妓
女
や
森
侍
者
と
の
交
情
を
描
い
た
詩
、
ま
た
〓
休
諸
国
物

語
」
（
寛
文
末
頃
刊
）
巻
中
第
三
「
一
休
に
御
な
い
は
う
あ
り
し
事
」
の
記
事
の
あ
る
こ

と
か
ら
窄
え
る
。
肉
食
（
魚
食
）
に
つ
い
て
は
〓
休
ば
な
し
」
（
寛
文
八
年
刊
）
巻
之

一
第
一
「
一
休
和
尚
い
と
け
な
き
時
旦
那
と
た
は
む
れ
問
答
の
事
」
、
同
巻
第
二
「
同

師
の
坊
に
つ
か
へ
て
鯉
を
く
ひ
給
ふ
畢
」
、
同
巻
第
八
「
同
詩
歌
を
作
り
て
蛸
を
く
ひ

給
ふ
事
　
付
吐
き
や
く
の
畢
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

1
8
　
近
世
初
期
に
r
二
十
四
孝
」
が
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
母
利
司
朗
氏

14



「
r
全
相
二
十
四
孝
詩
還
し
考
－
日
本
近
世
に
お
け
る
r
二
十
四
孝
」
享
受
史
の
諸
問

題
」
（
r
東
海
近
世
」
第
四
号
、
東
海
近
世
文
学
会
編
、
一
九
九
一
年
九
月
）
、
同
「
江
戸

版
r
二
十
四
孝
」
の
成
立
」
（
r
東
海
近
世
」
第
二
号
、
東
海
近
世
文
学
会
編
、
二
〇

〇
〇
年
五
月
）
な
ど
に
詳
し
い
。

1
9
　
拙
稿
2
第
二
節
参
照
。

－
ま
つ
う
ら
・
け
い
こ
、
近
扱
大
学
附
属
福
岡
高
等
学
校
常
勤
講
師
－




