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﹁

︱
沙
門
悟
浄
の
手
記

︱
﹂
と
副
題
さ
れ
る
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
は
、
昭
和

十
七
年
︵
一
九
四
二
︶
十
一
月
十
五
日
に
今
日
の
問
題
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
﹃
南

島
譚
﹄
に
﹁
悟
浄
出
世
﹂
と
と
も
に
収
載
さ
れ
、
両
篇
の
末
尾
に
は
﹁

︱
「
わ
が

西
遊
記
」
の
中

︱
﹂
と
記
さ
れ
る
。﹁
悟
浄
出
世
﹂
が
﹁
寒
蝉
敗
柳
に
鳴
き
⋮
⋮
﹂

の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
始
ま
る
の
に
対
し
て
、
本
篇
︵
一
行
空
け
に
よ
る
十
二
段
の
構

成
︶
は
、

　

昼
餉
の
後
、
師
父
が
道
傍
の
松
の
樹
の
下
で
暫
く
憩
う
て
を
ら
れ
る
間
、

悟
空
は
八
戒
を
近
く
の
原
つ
ぱ
に
連
出
し
て
、
変
身
の
術
の
練
習
を
さ
せ
て

ゐ
た
。

と
第
一
段
が
始
ま
り
、
悟
空
が
八
戒
に
変
身
の
術
を
練
習
さ
せ
る
模
様
が
描
か

れ
る
。﹁

や
つ
て
み
ろ
！
﹂
と
悟
空
が
言
ふ
。﹁
龍
に
成
り
度
い
と
本
当
に

0

0

0

思
ふ
ん
だ
。

い
い
か
。
本
当
に

0

0

0

だ
ぜ
。
此
の
上
無
し
の
、
突
き
つ
め
た
気
持
で
、
さ
う
思

ふ
ん
だ
。
ほ
か
の
雑
念
は
み
ん
な
棄
て
て
だ
よ
。
い
い
か
。
本
気
に
だ
ぜ
。

此
の
上
な
し
の
・
と
こ
と
ん

0

0

0

0

の
・
本
気
に
だ
ぜ
。﹂

﹁
よ
し
！
﹂
と
八
戒
は
眼
を
閉
ぢ
、
印
を
結
ん
だ
。
八
戒
の
姿
が
消
え
、
五

尺
ば
か
り
の
青
大
将
が
現
れ
た
。
傍
で
見
て
ゐ
た
俺
は
思
は
ず
吹
出
し
て
了

つ
た
。

﹁
莫
迦
！
青
大
将
に
し
か
成
れ
な
い
の
か
！
﹂
と
悟
空
が
叱
つ
た
。
青
大
将

が
消
え
て
八
戒
が
現
れ
た
。﹁
駄
目
だ
よ
、
俺
は
。
全
く
ど
う
し
て
か
な
？
﹂

と
八
戒
は
面
目
無
げ
に
鼻
を
鳴
ら
し
た
。

本
気
で
龍
に
変
身
し
よ
う
と
印
を
結
ん
だ
も
の
の
、
青
大
将
に
し
か
な
れ
な
い

八
戒
の
技
量
を
目
撃
し
て
思
わ
ず
吹
き
出
し
た
﹁
俺
﹂
こ
そ
、
こ
の
手
記
の
主
で

あ
る
﹁
沙
門

0

0

悟
浄
﹂
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
通
例
﹁
沙
悟
浄
﹂
と
呼
ば
れ
、
日
本

で
は
﹁
河
童
の
沙
悟
浄
﹂
と
呼
称
さ
れ
て
久
し
い
が
、
そ
の
沙
悟
浄
の
呼
称
は
、

﹃
西
遊
記
﹄
第
八
回
の
テ
キ
ス
ト
に
、
南
海
観
世
音
菩
薩
が
流
沙
河
で
会
っ
た
怪

物
に
西
天
取
経
の
人
の
弟
子
と
な
れ
と
引
導
を
渡
し
て
摩
頂
受
戒
を
執
り
行
う
と

と
も
に
、﹁
沙
を
指
し
て
姓
と
為
す
︵
指
沙
為
姓
︶﹂
の
よ
う
に
、
ゆ
か
り
の
流
沙

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　
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二

河
の
﹁
沙
﹂
に
よ
っ
て
沙
悟
浄
と
命
名
し
た
と
の
由
来
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
を
中

島
が
﹁
沙
門

0

0

悟
浄
﹂
と
記
す
の
は
な
ぜ
か
と
年
来
不
思
議
に
思
っ
て
き
た
。

作
家
の
自
家
薬
籠
を
探
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
蔵
書
目
録
や
ノ
ー
ト
の
類
は

重
要
な
基
礎
資
料
と
な
る
。
中
島
の
場
合
、
蔵
書
︵
神
奈
川
近
代
文
学
館
蔵
﹁
中

島
敦
文
庫
﹂︶
に
﹁
続
国
民
文
庫
﹂
第
十
三
巻
﹃
水
滸
伝　

三　

附
西
遊
記
﹄
が

あ
り
、
そ
の
﹃
西
遊
記
﹄
が
江
戸
時
代
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
翻
訳
本
﹃
画
本
西
遊
伝
﹄、

一
名
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。﹁
悟
浄
出

世
﹂﹁
悟
浄
歎
異
﹂
の
創
作
に
用
い
た
﹃
西
遊
記
﹄
の
テ
キ
ス
ト
は
、
こ
の
﹁
続

国
民
文
庫
﹂
本
に
依
拠
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

1

。
そ
の
初
編
巻
之
三
の
﹁
我
佛

造
経
伝
極
楽　

観
音
奉
旨
上
長
安
﹂
の
翻
訳
に
は
、﹁
則
ち
法
名
を
沙
悟
浄
と
賜

り
、﹂
と
あ
る
の
み
で
、
先
の
﹃
西
遊
記
﹄
第
八
回
原
本
の
﹁
沙
を
指
し
て
姓
と

為
す
﹂
と
い
っ
た
﹁
沙
﹂
字
の
由
来
に
関
わ
る
記
載
は
一
切
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

中
島
は
こ
の
﹃
西
遊
記
﹄︵﹁
続
国
民
文
庫
﹂
本
︶
の
テ
キ
ス
ト
の
﹁
沙
﹂
字
に
対

し
て
自
ら
﹁
沙
門
﹂
の
解
釈
を
施
し
、﹁
沙
門
悟
浄
﹂
と
記
し
た
も
の
に
違
い
な

い
。
中
島
の
創
作
の
筆
端
を
う
か
が
う
に
足
る
が
、
こ
う
し
た
登
場
人
物
の
表
記

で
は
、
玄
奘
を
﹁
三
蔵
法
師
﹂
あ
る
い
は
﹁
師
父
﹂
と
表
記
す
る
の
に
対
し
て
、

こ
の
沙
門
悟
浄
の
兄
弟
子
の
二
人
を
お
よ
そ
悟
空
と
八
戒
と
呼
称
し
て
い
る
の
は

﹁
悟
浄
出
世
﹂
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

面
目
無
げ
な
八
戒
に
対
し
て
、
兄
弟
子
た
る
悟
空
は
な
お
も
手
厳
し
い
言
葉
を

投
げ
つ
け
る
。

﹁
駄
目
々
々
。
て
ん
で
気
持
が
凝
ら
な
い
ん
ぢ
や
な
い
か
、
お
前
は
。
も
う

一
度
や
つ
て
見
ろ
。
い
い
か
。
真
剣
に
、
か
け
値
無
し
の
真
剣
に
な
つ
て
、

龍
に
成
り
度
い
龍
に
成
り
度
い
と
思
ふ
ん
だ
。
龍
に
成
り
度
い
と
い
ふ
気
持

だ
け
に
な
つ
て
、
お
前
と
い
ふ
も
の
が
消
え
て
了
へ
ば
い
い
ん
だ
。﹂

　

よ
し
、
も
う
一
度
と
八
戒
は
印
を
結
ぶ
。
今
度
は
前
と
違
つ
て
奇
怪
な
も

の
が
現
れ
た
。
錦
蛇
に
は
違
ひ
な
い
が
、
小
さ
な
前
肢
が
生
え
て
ゐ
て
、
大

蜥
蜴
の
や
う
で
も
あ
る
。
併
し
、
腹
部
は
八
戒
自
身
に
似
て
ブ
ヨ
〳
〵
膨
れ

て
を
り
、
短
い
前
肢
で
二
三
歩
匍
ふ
と
、
何
と
も
言
へ
な
い
無
恰
好
さ
で
あ

つ
た
。
俺
は
又
ゲ
ラ
〳
〵
笑
へ
て
来
た
。

﹁
も
う
い
い
。
も
う
い
い
。
止
め
ろ
！
﹂
と
悟
空
が
怒
鳴
る
。
頭
を
掻

き
〳
〵
八
戒
が
現
れ
る
。

真
剣
さ
を
強
説
さ
れ
て
再
度
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
も
の
の
、
結
果
は
小
さ
な
前
肢

が
生
え
た
錦
蛇
の
体
で
、
大
き
さ
は
青
大
将
に
勝
る
が
、
大
蜥
蜴
よ
ろ
し
く
腹
部

も
膨
れ
た
不
恰
好
な
様
と
い
う
か
ら
、
大
き
な
進
歩
は
な
く
、
技
量
は
﹁
画
龍
点

睛
を
欠
く
﹂
以
前
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
。
問
答
は
、
駄
目
を
押
す
が
ご
と
く
台
詞
書

き
の
体
で
な
お
も
展
開
す
る
。

悟
空
。 

お
前
の
龍
に
成
り
度
い
と
い
ふ
気
持
が
、
ま
だ
ま
だ
突
き
詰
め
て
ゐ

な
い
か
ら
だ
。
だ
か
ら
駄
目
な
ん
だ
。

八
戒
。 

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
程
一
生
懸
命
に
、
龍
に
成
り
度
い
龍
に

成
り
度
い
と
思
ひ
詰
め
て
ゐ
る
ん
だ
ぜ
。
こ
ん
な
に
強
く
、
こ
ん
な

に
ひ
た
む

0

0

0

き0

に
。

悟
空
。 

お
前
に
そ
れ
が
出
来
な
い
と
い
う
事
が
、
つ
ま
り
、
お
前
の
気
持
の

統
一
が
ま
だ
成
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
ん
だ
。

八
戒
。 

そ
り
や
ひ
ど
い
よ
。
そ
れ
は
結
果
論
ぢ
や
な
い
か
。
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三

悟
空
。 

成
程
ね
。
結
果
か
ら
だ
け
見
て
原
因
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
決
し
て

最
上
の
や
り
方
ぢ
や
な
い
さ
。
し
か
し
、
此
の
世
で
は
、
ど
う
や
ら

そ
れ
が
一
番
実
際
的
に
確
か
な
方
法
の
や
う
だ
ぜ
。
今
の
お
前
の
場

合
な
ん
か
、
明
ら
か
に
さ
う
だ
か
ら
な
。

八
戒
の
変
身
の
技
に
対
す
る
精
神
論
的
、
結
果
論
的
な
批
判
が
見
え
る
が
、
こ

の
一
段
を
承
け
て
、
話
題
は
﹁
悟
空
に
よ
れ
ば
、
変
化
の
法
と
は
﹂
と
展
開
し
て

い
く
。
じ
つ
は
、
こ
こ
に
至
る
悟
空
と
八
戒
の
変
化
術
の
特
訓
の
模
様
は
、﹃
西

遊
記
﹄
自
体
に
は
無
い
話
題
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
中
島
が
依
拠
し
た
﹁
続
国
民
文

庫
﹂
本
の
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
の
テ
キ
ス
ト
に
も
備
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に

中
島
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
一
齣
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
変
身
術
を
め
ぐ
る

悟
浄
の
目
撃
談
を
考
え
る
と
き
、
一
つ
の
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
中
島
の

﹁
研
究
ノ
ー
ト
第
四
﹂
に
書
き
留
め
ら
れ
た
メ
モ
で
あ
る
。

＊
＊

﹁
研
究
ノ
ー
ト
第
四
﹂
に
は
次
の
よ
う
な
六
行
に
わ
た
る
メ
モ
を
認
め
る

2

。

七
十
二
般
、
地
煞
変
化
法
、
筋
斗
雲
、
如
意
金
箍
棒
、

　
　
　
　
　
︿
鉛
筆
薄
く
判
読
不
能
の
一
行
あ
り
﹀

　
　
　
　
　

羅
刹
女
、

︱
翠
雲
山
芭
蕉
洞

　
　
　
　
　

玉
面
公
主
、　

積
雷
山
魔
雲
洞

唵
嘛
呢
叺ママ

哞
、 

火
焰
山

︱
祭
賽
国

一
行
目
の
﹁
七
十
二
般
、
地
煞
変
化
法
﹂
は
悟
空
が
須
菩
提
祖
師
か
ら
伝
授
さ

れ
た
変
身
の
術
、﹁
筋
斗
雲
﹂
は
十
万
八
千
里
を
一
っ
飛
び
す
る
悟
空
の
乗
り
物
、

﹁
如
意
金
箍
棒
﹂
は
伸
縮
自
在
の
特
殊
金
属
に
よ
る
武
器
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
三
行
目
の
﹁
羅
刹
女
、
︱
翠
雲
山
芭
蕉
洞
﹂、
三
行
目
の
﹁
玉
面
公
主
、

積
雷
山
魔
雲
洞
﹂
は
、
六
行
目
の
﹁
火
焰
山
﹂
に
関
わ
る
も
の
で
、
悟
空
と
闘
う

牛
魔
王
の
妻
と
愛
人
と
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
五
行
目
の
﹁
唵
嘛
呢
叺ママ

哞
﹂

は
、
釈
迦
如
来
が
五
行
山
下
に
悟
空
を
封
じ
込
め
た
封
印
の
呪
文
に
他
な
ら
な

い
。
六
行
目
の
﹁
火
焰
山
﹂
こ
そ
、
熱
く
て
容
易
に
は
越
す
に
越
さ
れ
ぬ
西
域
の

難
所
で
、
旅
を
進
め
る
に
は
﹁
芭
蕉
扇
﹂
で
煽
い
で
火
焰
を
消
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
扇
を
所
持
す
る
の
は
牛
魔
王
の
妻
の
羅
刹
女
に
他
な
ら
ず
、
玉
面
公
主
の
も

と
に
入
り
浸
る
亭
主
の
牛
魔
王
を
交
え
て
、
悟
空
は
芭
蕉
扇
の
貸
借
を
め
ぐ
っ
て

烈
し
く
戦
う
。
そ
の
場
面
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、﹁
悟
浄
歎
異
﹂
に
も
ま
ず
﹃
絵

本
西
遊
記
﹄
に
基
づ
く
記
述
を
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
火
焰
山
を
越
え

た
先
の
西
天
へ
の
途
上
に
あ
る
﹁
祭
賽
国
﹂
の
城
門
を
く
ぐ
っ
た
一
行
の
目
に
飛

び
込
ん
で
き
た
の
は
、
枷
や
鎖
を
つ
け
た
僧
た
ち
が
乞
食
す
る
光
景
で
あ
る
。
三

年
前
に
僧
た
ち
が
住
持
す
る
金
光
寺
の
宝
塔
が
血
の
雨
に
汚
さ
れ
て
以
来
、
寺
に

嫌
疑
が
か
け
ら
れ
、
僧
た
ち
が
苦
行
を
強
い
ら
れ
る
現
実
を
知
っ
て
、
乱
石
山
碧

波
潭
の
万
聖
龍
王
と
そ
の
公
主
と
九
頭
駙
馬
を
退
治
す
る
一
段
に
展
開
す
る
。

﹁
悟
浄
歎
異
﹂
を
具
体
的
に
探
れ
ば
、﹁
変
化
の
法
﹂
を
め
ぐ
っ
て
記
す
第
二
段

に
続
い
て
、﹁
悟
空
は
確
か
に
天
才
だ
。﹂
に
始
ま
る
第
三
段
で
は
、﹁
強
敵
と
闘

つ
て
ゐ
る
時
の
彼
を
見
よ
！
﹂
と
読
者
を
喚
起
し
、
そ
の
悟
空
の
姿
を
﹁
何
と
、

見
事
な
、
完
全
な
姿
で
あ
ら
う
！
﹂
と
絶
賛
し
、
悟
浄
は
﹁
逞
し
い
緊
張
﹂、﹁
律

動
的
で
、
し
か
も
一
分
の
無
駄
も
無
い
棒
の
使
ひ
方
﹂、﹁
圧
倒
的
な
力
量
感
﹂、
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﹁
強
靱
な
精
神
力
の
汪
溢
﹂
を
と
ら
え
、﹁
輝
く
太
陽
﹂﹁
咲
誇
る
向
日
葵
﹂﹁
鳴
盛

る
蝉
﹂
と
比
べ
つ
つ
、﹁
も
つ
と
打
込
ん
だ
・
裸
身
の
・
壮
ん
な
・
没
我
的
な
・

灼
熱
し
た
美
し
さ
だ
。
あ
の
み
つ
と
も
な
い

0

0

0

0

0

0

猿
の
闘
つ
て
ゐ
る
姿
は
。﹂
と
記
し

て
い
る
。
そ
の
勇
姿
は
、﹁
一
月
程
前
、
彼
が
翠
雲
山
中
で
大
い
に
牛
魔
大
王
と

戦
つ
た
時
の
姿
は
、
未
だ
に
は
つ
き
り

0

0

0

0

眼
底
に
残
つ
て
ゐ
る
。﹂
と
特
筆
さ
れ
る
。

﹁
感
嘆
の
余
り
、
俺
は
其
の
時
の
戦
闘
経
過
を
詳
し
く
記
録
に
取
つ
て
置
い
た
位

だ
。﹂
と
し
て
示
さ
れ
る
﹁
⋮
⋮
牛
魔
王
﹂
以
下
の
文
は
、﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
三
編

巻
之
三
の
﹁
猪
八
戒
助
力
敗
魔
王　

孫
行
者
三
調
芭
蕉
扇
﹂
に
基
づ
く
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
﹁
続
国
民
文
庫
﹂
本
﹃
西
遊
記
﹄
に
よ
っ
て
引
用
す
る
と
同
時
に
、

中
島
が
修
正
を
加
え
た
字
句
等
を
︹　
︺
内
に
、
省
略
さ
れ
た
字
句
を
︵　
︶
内

に
そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
お
く
。

︵
行
者
是
を
見
て
又
鳳
凰
と
変
じ
て
大
鷹
を
抓
ま
ん
と
す
。
鳳
凰
は
禽
中
の

王
た
る
者
ゆ
ゑ
、︶︹
⋮
⋮
︺
牛
魔
王
︵
再
度
変
ず
る
能
は
ず
。
頓
て
山
の

岸
に
飛
下
り
︶
一
疋︹匹
︺の
香
獐
と
変
じ
︵
て
、︶
悠
然
と
し
て
草
を
喰
ひ
居
︹
ゐ
︺た

り
。
行︹悟
空
之
︺

者
是
を
悟
り
虎
に
変
じ
︵
、︶
駈
り
︹
け
︺来
り
て
香
獐
を
喰
︹
は
︺
ん
と

す
。
牛
魔
王
︵
狼
狽
騒
ぎ
︶
急
に
大
豹
と
化
し
て
虎
を
討
︹
撃
︺た
ん
と
飛
︹
び
︺

か︹掛
︺か
る
。
行︹悟
空
之
︺

者
是
を
見
て
︵
又
︶
狻
猊
と
な
り
︵
、︶
大
豹
を
︹
ナ
シ
︺目
が︹掛
︺け
て

駈
︹
襲
ひ
か
か
れ
ば
、︺

来
る
。
牛
魔
王
︵
か
な
は
じ
と
思
ひ
忽
ち
︶︹
、
さ
ら
ば
と
︺
黄
獅
に

変
じ
︵
、
勃たけ
る誇
声
は
︶
霹
靂
の
如
︹
く
︺
に
し
︹
哮
つ
︺て
︵
、︶
狻
猊
を
引
裂
︵
喰
︶

︹
か
︺
ん
と
す
。︹
悟
空
︺
此
︹
こ
の
︺時
︵
行
者
︶
地
上
に
倒︹転
倒
す
︺

轉
ぶ
と
見
え
し
が
、

竟
に
一
疋
〔
匹
〕の
大
象
と
な
る
。
鼻
は
長
蛇
の
ご︹如
︺と
く
牙
は
箏
︹
筍
︺に
似
た
り
。
牛
魔

王
堪
︹
へ
︺
か
ね
て
︵
、
吃
々
と
噴
出
し
、
終
に
︶
本
相
を
顕
し
︹
、︺
忽

ち
一
疋
〔
匹
〕の
大
白
牛
と︹た
り
。
︺

な
り
、
頭
は
高
き
峰
の
如
く
眼
︵
の
光
︶
は
雷
︹
電
︺光
の
如

く
︵
、︶
両︹
双

︺
隻
の
角
は
両
座
の
鉄
塔
︵
の
如
く
、
牙
は
排
利
刃
︶
に
似
た
り
。

頭
よ
り
尾
に
い︹
至

る

︺

た
り
て
長︹
長
さ
︺

き
事
千
餘
丈
、
蹄
よ
り
背
上
に
至
り
︹
る
︺
高︹
高
さ
︺

き
事

八
百
丈
、︹。︺
高︹大
声
︺声に
呼
︹
ば
︺
は
つ
て
曰
く
、
儞
潑
︹
惡
︺猴
今
我
を
怎︹如
何
︺麽と
す
る

や
。
行︹悟
空
︺者︹
又
︺︵
是
を
見
て
︶
同
じ
く
本
相
を
顕
し
、
大
喝
一
声
す
る
よ

と
見
え︹る
ま
に
︺

し
が
、
身
の
高
さ
一
万
丈
︹
、︺
頭
は
泰
山
に
似
て
眼
は
日
月
の
如

く
、
口
は
恰
も
血
池
に
等
︹
ひ
と
し
。︺
く
、︵
牙
は
門
の
扉
の
如
く
、︶︹
奮
然
︺
鉄
棒
を

執
︹
揮
つ
︺て
牛
魔
王
を
打
︹
つ
︺。
牛
魔
王
角
を
以
て
是
︹
之
︺を
架
︹
受
︺止
︹
め
︺、
両
個
︹
人
︺半

山
の
裡
︹
中
︺に
在
︹
あ
つ
︺て
散
々
に
戦
ひ
け
れ
ば
、
寔
に
山
も
崩
れ
海
も
湧
返
り
、
天
地

も
是
︹
之
︺が
為
︹
た
め
︺に
反
覆
す
る
か
と
夥
︹
、す
さ
ま
じ
か
り
︺

し
。

悟
浄
の
こ
の
記
録
は
、
牛
魔
王
と
の
戦
い
に
お
け
る
華
麗
な
変
身
の
手
並
み

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
話
に
前
段
が
あ
る
こ
と
は
冒
頭
の
﹁︵
行
者
是

を
見
て
又
鳳
凰
と
変
じ
て
大
鷹
を
抓
ま
ん
と
す
。
鳳
凰
は
禽
中
の
王
た
る
者
ゆ

ゑ
︶﹂、﹁︵
再
度
変
ず
る
能
は
ず
。︶﹂
の
省
略
さ
れ
た
文
字
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

か
く
て
牛
魔
王
が
香
獐
に
変
じ
た
の
に
対
し
て
、
悟
空
は
虎
と
変
じ
、
大
豹
に
変

じ
れ
ば
狻
猊
に
、
黄
獅
に
変
じ
れ
ば
大
象
に
、
か
く
て
牛
魔
王
が
大
白
牛
の
本
相

を
顕
せ
ば
悟
空
も
そ
れ
に
応
じ
て
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
現
出
す
る
。
こ
れ
ぞ
﹁
孫

行
者
三
調
芭
蕉
扇
﹂
の
見
せ
場
で
、
こ
の
結
果
、
牛
魔
王
は
捕
ら
え
ら
れ
る
。

悟
浄
は
﹁
何
と
い
ふ
壮
観
だ
つ
た
ら
う
！
俺
は
ホ
ツ
と
溜
息
を
吐つ

い
た
。﹂
と

悟
空
に
魅
了
さ
れ
、﹁
助
太
刀
に
出
よ
う
と
い
ふ
気
﹂
も
﹁
孫
行
者
の
負
け
る
心

配
﹂
も
な
く
、﹁
一
幅
の
完
全
な
名
画
の
上
に
更
に
拙
い
筆
を
加
へ
る
の
を
愧
ぢ

る
気
持
か
ら
で
あ
る
。﹂
と
は
、
悟
空
の
絶
対
的
な
手
並
み
を
賛
美
す
る
悟
浄
独
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五

自
の
美
学
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
両
者
の
戦
い
の
前
段
に
翻
っ
て
み
れ
ば
、
一
日
さ
ん
ざ
ん
に
戦
っ
た
牛
魔

王
は
、
八
戒
が
加
勢
に
入
っ
て
戦
い
利
あ
ら
ず
、
積
雷
山
魔
雲
洞
に
逃
げ
帰
る
。

﹁
積
雷
山
魔
雲
洞
﹂
は
メ
モ
の
四
行
目
に
あ
っ
た
通
り
、﹁
玉
面
公
主
﹂
の
本
拠
地

で
あ
る
。
玉
面
公
主
は
こ
の
物
音
に
驚
い
て
手
下
を
繰
り
出
す
が
、
牛
魔
王
は
悟

空
・
八
戒
に
陰
兵
も
加
わ
っ
て
魔
雲
洞
の
入
口
を
遮
ら
れ
て
、
や
む
な
く
羅
刹
女

の
翠
雲
山
芭
蕉
洞
へ
と
逃
げ
て
行
く
に
、
悟
空
・
八
戒
に
追
撃
さ
れ
て
遁
れ
が
た

く
、
変
身
の
術
を
使
う
。

牛
魔
王
又
翠
雲
山
へ
と
逃
行
を
、
行
者
八
戒
寸
間
も
な
く
追
迫
れ
ば
、
牛
魔

王
身
を
遁
れ
が
た
く
、
忽
ち
一
隻
の
天
鷲
と
な
り
、
虚
空
を
差
て
飛
昇
る
。

八
戒
土
地
神
等
是
を
知
ら
ず
、
専
ら
彼
是
と
尋
廻
る
。
行
者
笑
て
曰
く
、
儞

們
空
中
を
飛
者
を
見
よ
。
八
戒
是
を
見
て
曰
く
、
是
一
隻
の
天
鵞
也
。
行
者

曰
く
、
彼
天
鵞
則
ち
牛
魔
王
が
変
ぜ
し
な
り
。
我
追
蒐かけ
て
捉
べ
し
。
儞
們
洞

の
裡
に
入
て
小
妖
的
を
伐
尽
せ
。
八
戒
土
地
神
是
を
聞
て
急
ぎ
洞
中
に
伐
て

入
る
。
行
者
は
忽
ち
身
を
変
じ
て
一
隻
の
海こ
た
か
東
青
と
な
り
、
空
中
遥
に
飛
昇

り
、
雲
眼
よ
り
逆さか
し
ま様
に
落
し
来
り
、
天
鵞
を
捉
ん
と
劈
ね
ら
ひけ
れ
ば
、
牛
魔
王
行

者
が
変
じ
た
る
を
悟
り
、
大
鷹
と
な
り
て
飛
来
り
海
東
青
を
捉
ん
と
す
。
行

者
是
を
見
て
又
鳳
凰
と
変
じ
て
大
鷹
を
捉
ん
と
す
。
鳳
凰
は
禽
中
の
王
た
る

者
ゆ
ゑ
、
牛
魔
王
再
度
変
ず
る
事
能
は
ず
。
頓
て
山
の
岸
に
飛
下
り
一
疋
の

香
獐
と
変
じ
て
、︵
略
︶

牛
魔
王
の
変
じ
た
天
鵞
に
対
し
て
、
悟
空
は
海
東
青
に
変
じ
る
と
、
大
鷹
と
な

る
。
か
く
て
悟
空
が
禽
鳥
の
王
た
る
鳳
凰
に
変
じ
て
は
、
こ
れ
は
敵
わ
じ
と
、﹁
牛

魔
王
再
度
変
ず
る
事
能
は
ず
。
頓
て
山
の
岸
に
飛
下
り
一
疋
の
香
獐
と
変
じ
て
、﹂

の
よ
う
に
地
上
の
獣
畜
に
矛
先
を
変
え
て
変
身
を
試
み
、
先
に
引
用
し
た
香
獐
へ

の
変
身
に
接
続
す
る
。

先
の
メ
モ
の
六
行
目
﹁
火
焰
山

︱
祭
賽
国
﹂
の
﹁
祭
賽
国
﹂
は
、
前
述
の
通

り
火
焰
山
に
続
く
途
上
の
国
で
あ
る
。
そ
れ
に
先
行
す
る
火
焰
山
の
芭
蕉
扇
を
め

ぐ
る
話
題
に
あ
っ
て
、
三
行
目
の
﹁
羅
刹
女
、

︱
翠
雲
山
芭
蕉
洞
﹂、
四
行
目

の
﹁
玉
面
公
主
、
積
雷
山
魔
雲
洞
﹂
は
、
こ
の
話
題
の
舞
台
と
そ
こ
に
関
わ
る
登

場
人
物
名
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
話
題
は
牛
魔
王
と
孫
悟
空
と
の
一
連
の
変
身
比

べ
の
中
で
、﹁
悟
浄
歎
異
﹂
に
は
そ
の
後
段
部
分
の
使
用
が
確
認
で
き
た
が
、
そ

こ
に
は
芭
蕉
扇
も
そ
の
持
ち
主
の
羅
刹
女
︵
鉄
扇
公
主
︶
も
、
牛
魔
王
の
愛
人
の

玉
面
公
主
も
登
場
は
し
な
い
。
中
島
は
こ
の
火
焰
山
の
芭
蕉
扇
を
め
ぐ
る
牛
魔
王

と
悟
空
の
戦
い
の
場
面
か
ら
、
究
極
的
に
見
応
え
あ
る
変
身
の
術
比
べ
を
析
出
顕

彰
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
叙
述
は
あ
く
ま
で
も
悟
空
の
技
量
の
創
出
に
主
眼
が
あ

り
、
好
敵
手
で
あ
っ
た
牛
魔
王
と
の
白
熱
し
た
戦
い
に
創
作
上
の
白
羽
の
矢
が

立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
連
の
メ
モ
の
文
字
は
、
中
島
の
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
に
お
け

る
構
想
と
叙
述
の
方
法
を
想
起
す
る
に
足
る
貴
重
な
資
料
の
意
味
を
も
つ
。

＊
＊
＊

も
ち
ろ
ん
メ
モ
の
一
行
目
も
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
と
大
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
﹁
七
十
二
般
、
地
煞
変
化
法
﹂
は
、
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
須
菩
提
祖
師
か

ら
伝
授
さ
れ
る
。﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
で
は
初
編
巻
之
一
﹁
霊
根
孕
育
源
流
出　

心

性
修
持
大
道
生
﹂・﹁
悟
徹
菩
提
真
妙
理　

断
魔
気
本
合
元
神
﹂
に
お
い
て
、
霊
臺
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六

方
寸
山
斜
月
三
星
洞
の
須
菩
提
祖
師
に
入
門
を
許
さ
れ
た
時
、
い
ま
だ
姓
も
名
も

な
い
こ
と
か
ら
﹁
儞
が
軀
ま
さ
に
猢
猻
に
よ
く
似
た
り
。
我
儞
が
身
に
し
た
が
う

て
姓
名
を
定
む
べ
し
﹂
と
て
姓
を
孫
、
名
を
悟
空
と
賜
っ
て
以
来
、
道
を
学
び
聴

く
こ
と
六
七
年
。
悟
空
は
ひ
た
す
ら
長
生
の
道
を
学
ば
ん
こ
と
を
一
心
に
希
う
一

方
、
衆
に
秀
で
た
才
知
を
知
っ
た
祖
師
は
戒
尺
を
手
に
し
て
罵
っ
て
﹁
頭
を
三
下

打
ち
、
手
を
背
に
付
て
走
て
中
門
を
関
と
ざ
し

入い
り
玉
﹂
う
。
こ
う
し
て
悟
空
の
才
覚
を

試
し
て
は

3

、
子
の
刻
に
人
目
を
し
の
ん
で
訪
れ
た
悟
空
を
近
く
に
招
い
て
長
生
の

妙
道
の
委
細
を
直
伝
す
る
。

念
願
の
長
生
法
に
工
夫
を
こ
ら
す
こ
と
ま
た
三
年
、
祖
師
は
向
後
五
百
年
を
経

て
起
こ
る
雷
災
、
ま
た
五
百
年
を
経
て
起
こ
る
火
災
、
さ
ら
に
五
百
年
を
経
て
起

こ
る
風
災
と
い
う
三
災
を
免
れ
る
法
を
、
悟
空
の
耳
元
で
伝
授
す
る
。
こ
れ
こ
そ

﹁
七
十
二
般
の
地
煞
変
化
の
法
﹂
で
あ
り
、
悦
び
勇
ん
で
道
法
を
練
る
こ
と
ま
た

三
年
、
悟
空
が
終
に
﹁
雲
中
を
飛
行
せ
る
の
道
﹂
を
得
る
や
、
祖
師
は
一
等
抜
き

ん
で
た
﹁
只
一
刻
の
間
に
十
万
八
千
里
を
飛
行
せ
る
自
在
の
法
﹂
で
あ
る
﹁
觔
斗

雲
﹂
の
秘
方
を
伝
授
す
る
に
い
た
る
。

こ
こ
に
﹁
七
十
二
般
地
煞
変
化
の
法
﹂
と
﹁
觔
斗
雲
﹂
の
秘
方
の
伝
授
の
由
来

が
明
ら
か
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
の
法
術
を
練
成
し
た
悟
空
は
、
変
化
の
法
を
他
の

弟
子
た
ち
に
要
め
ら
れ
て
披
露
し
て
し
ま
う
。

一
日
門
下
の
弟
子
等
松
樹
の
下
に
あ
り
て
遊
び
し
が
、
皆
悟
空
に
む
か
ひ
て

云
ふ
。
前
日
師
父
儞
に
変
化
の
法
を
教
玉
へ
り
と
聞きけ
り
。
今
試
に
身
を
変
じ

て
松
の
樹
と
化
し
、
我
輩
に
見
せ
よ
か
し
と
望
み
ぬ
れ
ば
、
悟
空
い
と
や
す

き
事
な
り
と
身
を
揺
う
ご
かす
と
見
え
け
る
が
、
忽
変
じ
て
ひ
と
つ
の
松
の
大
木
と

化ばけ
た
り
け
り
。
あ
ま
た
の
弟
子
等
之
を
見
て
、
手
を
打
声
を
上あげ
化け
し
得
た
る

か
な
奇
な
り
妙
な
り
と
称
讚
せ
る
事
か
し
が
ま
し
。

松
の
樹
の
下
で
他
の
弟
子
た
ち
か
ら
松
の
樹
に
化
し
て
見
せ
よ
と
請
わ
れ
、
悟

空
が
見
事
に
松
の
大
木
に
化
せ
ば
、
弟
子
た
ち
の
喝
采
の
声
を
聞
き
つ
け
、
そ
の

様
子
を
目
に
し
た
祖
師
。

祖
師
此
声
を
聞
て
門
外
に
出いで
て
是
れ
を
見み
れ
ば
、
悟
空
変
身
の
法
を
行
ひ
す

ま
し
、
一
大
松
樹
と
化
し
た
り
け
る
。
祖
師
徒
弟
等
を
遠とほ
く
退しり
ぞ
け
、
悟
空

を
ま
ね
き
さ
と
し
て
曰いは
く
、
儞
衆
弟
子
の
中
に
於
て
変
身
し
て
松
樹
と
化
し

た
り
。
人
皆
儞
が
其
術
に
く
は
し
き
を
見
て
、
必
ず
儞
に
求
て
習
ひ
得
ん
と

乞
ふ
べ
し
。
儞
若もし
伝
へ
ず
ん
ば
渠
き
や
つ必
ず
害
心
を
さ
し
は
さ
み
、
儞
が
命
も

保
ち
が
た
か
ら
ん
。
快はや
く
此
所
を
去
て
性
命
を
全
く
せ
よ
と
の
給
へ
ば
、
悟

空
是
を
聞
て
両
眼
よ
り
泪
な
み
だを
流
し
、
我
師
父
に
わ
か
れ
ま
ゐ
ら
せ
︵
略
︶

悟
空
の
松
樹
ヘ
の
変
身
を
見
届
け
た
祖
師
は
、
徒
弟
を
遠
く
退
け
て
悟
空
を
招

く
と
、
術
を
求
め
る
者
た
ち
が
悟
空
に
﹁
害
心
﹂
を
も
つ
こ
と
を
懸
念
し
て
、
こ

こ
を
早
く
出
よ
と
下
命
す
る
。
か
く
て
両
目
に
涙
を
流
し
て
辛
い
別
離
を
強
い
ら

れ
た
悟
空
は
本
拠
地
の
華
果
山
水
簾
洞
に
戻
る
と
い
う
仕
儀
。

さ
ら
に
﹁
如
意
金
箍
棒
﹂
も
そ
の
直
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
登
場
す
る
。
華
果
山

水
簾
洞
に
戻
り
、
留
守
中
に
水
簾
洞
の
乗
っ
取
り
を
謀
っ
た
混
世
魔
王
を
難
な
く

退
治
し
た
悟
空
は
、
傲
来
国
で
調
達
し
た
武
器
で
武
芸
教
練
し
て
水
簾
洞
の
守
備

を
固
め
る
や
、
自
身
に
相
応
し
い
武
器
を
求
め
て
東
海
龍
王
を
訪
ね
る
。
来
意
を

知
っ
た
龍
王
が
重
さ
三
千
六
百
斤
の
九
股
叉
と
七
千
二
百
斤
の
方
天
戟
を
置
い
て

試
せ
ば
、﹁
我
か
ゝ
る
軽
き
武
具
は
是
を
つ
か
ふ
に
手
に
た
ら
ず
い
か
に
も
お
も
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き
武
器
を
出
し
て
与
へ
候
へ
﹂
と
て
、
龍
王
は
神
珍
鉄
の
如
意
棒
を
収
め
た
海
蔵

に
案
内
す
る
。

悟
空
近
よ
り
て
是
を
見
れ
ば
、
鉄
棒
の
長
さ
二
丈
余
り
に
し
て
金
色
の
光
輝

た
り
。
両
端
に
金
の
箍
を
入
れ
、
如
意
意
金
箍
棒
重
一
万
三
千
五
百
斤
と
、

一
行
の
文
字
を
鐫
つ
け
た
り
。
悟
空
ま
づ
両
手
を
も
つ
て
此
棒
を
と
り
上
、

恨
ら
く
は
此
棒
あ
ま
り
長
く
余
り
太
し
と
、
其
い
ふ
言
未
だ
終
ら
ざ
る
に
、

不
思
議
な
る
か
な
此
鉄
棒
忽
ち
縮
み
よ
り
て
、
悟
空
が
心
に
か
な
ひ
た
る
手

ご
ろ
の
棒
と
変
じ
た
り
。

悟
空
と
伸
縮
自
在
の
﹁
如
意
金
箍
棒
﹂
と
の
不
思
議
な
出
会
い
で
あ
る
。
悟
空

は
、﹁
此
神
珍
鉄
の
棒
は
、
往
昔
夏
の
禹
王
水
を
治
め
給
ひ
し
時
、
海
の
深
浅
を

定
め
給
ひ
し
定
子
な
り
。
伸
す
時
は
上
は
三
十
三
天
に
至
り
、
下
は
十
八
層
地
獄

に
及
ぶ
。
ま
た
縮
ま
る
時
は
僅
に
一
二
分
計
の
綉ぬ

ひ花
針ば
り
と
な
り
て
、
耳
の
中
に
蔵

し
入
る
。
真
に
奇
妙
の
如
意
棒
な
り
。﹂
と
の
由
来
を
聞
く
と
大
満
足
で
、
藕
絲

步
雲
の
履
一
雙
、
鎖
子
黄
金
の
甲
一
副
、
鳳
翅
紫
金
の
冠
一
頂
を
も
せ
し
め
て
、

龍
王
に
別
れ
を
告
げ
て
意
気
揚
々
と
水
簾
洞
へ
引
き
揚
げ
る
。
平
穏
な
一
日
、
酔

い
に
乗
じ
て
松
の
樹
の
下
に
睡
れ
ば
、
命
数
尽
き
て
幽
冥
界
に
連
行
さ
れ
る
夢
を

み
る
と
展
開
す
る
の
が
、﹁
如
意
金
箍
棒
﹂
の
由
来
話
で
あ
る
。

以
上
の
﹁
七
十
二
般
地
煞
変
化
の
法
﹂、﹁
觔
斗
雲
﹂、﹁
如
意
金
箍
棒
﹂
に
関
わ

る
一
連
の
話
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
松
の
樹
の
登
場
す
る
話
題
が
多
い
こ
と
に
注

目
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
悟
空
の
松
樹
の
下
で
の
松
の
大
木
へ
の
変
化
と
そ
の
祖

師
の
目
撃
、
そ
し
て
松
の
樹
の
下
に
睡
っ
た
悟
空
の
酔
夢
の
よ
う
に
﹁
松
の
樹
﹂

が
重
ね
て
出
現
す
る
。
そ
の
松
の
樹
の
度
重
な
る
残
影
の
効
果
で
も
あ
ろ
う
か
、

思
わ
ず
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
冒
頭
の
、
師
父
三
蔵
法
師
が
﹁
道
ば
た
の
松
の
樹
の
下
で

し
ば
ら
く
憩
う
て
お
ら
れ
る
﹂
光
景
が
ま
た
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
場
面
は
中
島
の

新
た
な
創
作
に
な
る
も
の
で
、
そ
の
松
の
木
陰
で
﹁
憩
う
﹂
ば
か
り
の
師
父
の
姿

は
、﹁
三
蔵
法
師
は
不
思
議
な
方
で
あ
る
﹂
に
始
ま
る
第
九
段
の
﹁
実
に
弱
い
。

驚
く
ほ
ど
弱
い
。﹂、﹁
何
と
実
務
的
に
は
鈍
物
で
あ
る
こ
と
か
！
﹂
と
い
っ
た
師

父
の
人
物
形
象
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
近
く
の
原
っ
ぱ
で
は
悟
空
が
八
戒
に

龍
へ
の
変
身
の
術
を
厳
し
く
指
導
す
る
が
、
師
父
は
弟
子
た
ち
の
声
に
反
応
す
る

訳
で
も
な
い
。

ま
さ
に
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
の
冒
頭
の
一
節
は
、
上
記
の
よ
う
な
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄

の
ス
ト
ー
リ
ー
に
モ
チ
ー
フ
を
得
た
中
島
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
一
齣
で
あ
っ
た
こ
と
が

想
起
さ
れ
る
。
須
菩
提
祖
師
の
﹁
七
十
二
般
地
煞
変
化
の
法
﹂、﹁
觔
斗
雲
﹂
の
伝

授
、﹁
如
意
金
箍
棒
﹂
の
獲
得
と
い
う
一
連
の
話
題
が
、
発
想
の
源
泉
と
し
て
大

き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。

悟
空
の
熱
の
こ
も
っ
た
八
戒
へ
の
指
導
は
、
一
心
不
乱
に
松
の
大
木
に
変
身
し

て
み
せ
た
悟
空
の
姿
と
根
源
的
に
同
じ
で
あ
る
。
悟
空
と
八
戒
の
姿
は
、
中
島
敦

文
庫
に
蔵
さ
れ
る
中
島
が
描
い
た
﹁「
西
遊
記
」
戯
画
﹂
に
お
け
る
悟
空
と
八
戒

の
戯
れ
る
が
ご
と
き
画
像
に
も
連
な
る
も
の
で
あ
る

4

。
そ
の
場
に
姿
の
な
い
悟
浄

こ
そ
、﹁
悟
浄
歎
異
﹂
の
冒
頭
に
目
撃
者
と
し
て
出
現
す
る
﹁
沙
門
悟
浄
﹂
の
存

在
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。﹁
沙
門
﹂
の
二
字
の
解
釈
と
相
俟
っ
て
、﹁
悟
浄
歎

異
﹂
冒
頭
の
話
は
、
典
拠
と
な
る
﹃
西
遊
記
﹄
に
由
来
し
た
新
た
な
話
の
創
造
の

試
み
の
中
に
位
置
づ
け
得
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
﹃
西
遊
記
﹄
と
は
、﹃
絵

本
西
遊
記
﹄
の
テ
キ
ス
ト

︱
中
島
の
場
合
、
自
身
の
蔵
書
中
の
﹁
続
国
民
文
庫
﹂
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八

本
﹃
西
遊
記
﹄︵﹃
水
滸
伝　

三　

附
西
遊
記
﹄︶
の
テ
キ
ス
ト
に
依
る
こ
と
は
疑

い
得
な
い
。

＊
＊
＊
＊

加
え
て
、﹁
但
し
、
彼
に
も
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
怖
ろ
し
い
体
験
が

た
つ
た

0

0

0

一
つ
あ
つ
た
。﹂
に
始
ま
る
第
八
段
に
は
、﹁
或
る
時
彼
は
其
の
時
の
怖

ろ
し
さ
を
俺
に
向
て
し
み
〴
〵
と
語
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
始
め

て
釈
迦
如
来
に
知
遇
し
奉
つ
た
時
こ
と
だ
。﹂
と
い
う
。
華
果
山
に
戻
っ
た
悟
空

は
、﹁
藕
絲
步
雲
の
履
を
穿
き
鎖
子
黄
金
の
甲
を
着
け
、
東
海
龍
王
か
ら
奪
つ
た

一
万
三
千
五
百
斤
の
如
意
金
箍
棒
を
揮
つ
て
闘
ふ
所
、
天
上
に
も
天
下
に
も
之
に

敵
す
る
者
が
無
い
の
で
る
。﹂
と
い
う
中
で
、﹁
列
仙
の
集
ま
る
蟠
桃
会
を
擾
が
し
、

其
の
罰
と
し
て
閉
ぢ
込
め
ら
れ
た
八
卦
炉
を
も
打
破
つ
て
飛
出
す
や
、
天
上
界
も

狭
し
と
ば
か
り
荒
れ
狂
う
た
。
群
が
る
天
兵
を
打
倒
し
薙
ぎ
倒
し
、
三
十
六
員
の

雷
将
を
率
ゐ
た
討
手
の
大
将
祐
聖
真
君
を
相
手
に
、
霊
宵
殿
の
前
に
戦
ふ
こ
と
半

日
余
り
。﹂
と
展
開
す
る
。
こ
こ
に
悟
空
の
前
に
立
ち
塞
が
っ
て
闘
い
を
止
め
さ

せ
た
の
が
、
迦
葉
・
阿
難
の
二
尊
者
を
連
れ
た
釈
迦
牟
尼
如
来
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
部
分
は
も
と
よ
り
、
以
下
に
引
用
す
る
五
行
山
の
話
題
に
は
、
メ

モ
五
行
目
の
呪
文
に
関
す
る
内
容
も
含
ま
れ
る
。
そ
れ
は
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
で
は

初
編
巻
之
三
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ま
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
第
八
段
の

当
該
部
分
、
な
ら
び
に
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
の
テ
キ
ス
ト
を
﹁
続
国
民
文
庫
﹂
本
か

ら
引
用
し
、
中
島
の
創
作
の
あ
り
よ
う
を
確
か
め
る
。
場
面
な
ら
び
に
如
来
と
悟

空
の
遣
り
取
り
の
叙
述
を
①
～
⑲
に
分
段
し
、
対
応
部
分
に
傍
線
を
付
し
て
示
し

て
み
る
。

ま
ず
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
で
あ
る
。

悟
空
が
①
怫
然
と
し
て
喰
つ
て
掛
か
る
。
②
如
来
が
笑
ひ
な
が
ら
言
ふ
。﹁
大

層
威
張
つ
て
ゐ
る
や
う
だ
が
、
一
体
、
お
前
は
如
何
な
る
道
を
修
し
得
た
と

い
ふ
の
か
？
﹂
③
悟
空
曰
く
、﹁
東
勝
神
州
傲
来
国
華
果
山
に
石
卵
よ
り
生

れ
た
る
此
の
俺
の
力
を
知
ら
ぬ
と
は
、
さ
て
さ
て
愚
か
な
奴
。
俺
は
既
に

不
老
長
生
の
法
を
修
し
畢
り
、
雲
に
乗
り
風
に
御
し
一
瞬
に
十
万
八
千
里

を
行
く
者
だ
。﹂
④
如
来
の
曰
く
、﹁
大
き
な
こ
と
を
言
ふ
も
の
で
は
な
い
。

十
万
八
千
里
は
お
ろ
か
、
我
が
掌
に
上
つ
て
、
さ
て
、
其
の
外
へ
飛
出
す
こ

と
す
ら
出
来
ま
い
に
。﹂
⑤﹁
何
を
！
﹂
と
腹
を
立
て
た
悟
空
は
、
い
き
な

り
如
来
の
掌
の
上
に
跳
り
上
つ
た
。
⑥﹁
俺
は
通
力
に
よ
つ
て
八
十
万
里
を

飛
行
す
る
の
に
、
儞
の
掌
の
外
に
飛
出
せ
ま
い
と
は
何
事
だ
！
﹂
と
言
ひ

も
終
ら
ず
⑦
觔
斗
雲
に
打
乗
つ
て
忽
ち
二
三
十
万
里
も
来
た
か
と
思
は
れ
る

頃
、
⑧
赤
く
大
い
な
る
五
本
の
柱
を
見
た
。
渠
は
此
の
柱
の
許
に
立
寄
り
、

⑨
真
中
の
一
本
に
、
斉
天
大
聖
到
此
一
遊
と
墨
く
ろ
〴
〵
と
書
き
し
る
し

た
。
⑩
さ
て
再
び
雲
に
乗
つ
て
如
来
の
掌
に
飛
帰
り
、
得
々
と
し
て
言
つ
た
。

⑪﹁
掌
ど
こ
ろ
か
、
既
に
三
十
万
里
の
遠
く
に
飛
行
し
て
、
柱
に
し
る
し

0

0

0

を

留
め
て
き
た
ぞ
！
﹂
⑫﹁
愚
か
な
山
猿
よ
！
﹂
と
如
来
は
笑
つ
た
。
⑬﹁
汝

通
力
が
抑　
何
事
を
成
し
得
る
と
い
ふ
の
か
？
汝
は
先
刻
か
ら
我
が
掌
の

内
を
往
返
し
た
に
過
ぎ
ぬ
で
は
な
い
か
。
⑭
嘘
と
思
は
ば
、
此
の
指
を
見
る

が
よ
い
。﹂
⑮
悟
空
が
異
し
ん
で
、
よ
く
〳
〵
見
れ
ば
、
如
来
の
右
手
の
中

指
に
、
未
だ
墨
痕
も
新
し
く
、
斉
天
大
聖
到
此
一
遊　

と
己
の
筆
跡
で
書
き

〻



中
島
敦
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
ノ
ー
ト
︵
堀
︶ 

九

付
け
て
あ
る
。
⑯﹁
こ
れ
は
？
﹂
と
驚
い
て
振
仰
ぐ
如
来
の
顔
か
ら
、
今
迄

の
微
笑
が
消
え
た
。
急
に
厳
粛
に
変
つ
た
如
来
の
目
が
悟
空
を
キ
ッ
と
見
据

ゑ
た
ま
ゝ
、
忽
ち
天
を
も
隠
す
か
と
思
は
れ
る
程
の
大
き
さ
に
拡
が
つ
て
、

悟
空
の
上
に
の
し
掛
か
つ
て
来
た
。
悟
空
は
総
身
の
血
が
凍
る
や
う
な
怖
し

さ
を
覚
え
、
⑰
慌
て
て
掌
の
外
へ
跳
び
出
さ
う
と
し
た
途
端
に
、
如
来
が
手

を
翻
し
て
彼
を
取
抑
へ
、
⑱
そ
の
儘
五
指
を
化
し
て
五
行
山
と
し
、
悟
空
を

其
の
山
の
下
に
押
込
め
、
唵
嘛
呢
叭
　
哞
の
六
字
を
金
書
し
て
山
頂
に
貼
り

給
う
た
。
世
界
が
根
柢
か
ら
覆
り
、
今
迄
の
自
分
が
自
分
で
な
く
な
つ
た
様

な
昏
迷
に
、
悟
空
は
尚
暫
く
顫
へ
て
ゐ
た
。
事
実
、
世
界
は
彼
に
と
つ
て
其

の
時
以
来
一
変
し
た
の
で
あ
る
。
⑲
爾
後
、
餓
う
る
時
は
鉄
丸
を
喰
ひ
、
渴

す
る
時
は
銅
汁
を
飲
ん
で
、
岩
窟
の
中
に
封
じ
ら
れ
た
儘
、
贖
罪
の
期
の
充

ち
る
の
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

続
い
て
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
初
編
巻
之
三
の
﹁
八
卦
爐
中
逃
大
聖　

五
行
山
下
定

心
猿
﹂
で
あ
る
。

⋮
⋮
悟
空
も
︵
略
︶
①
声
を
励
し
罵
つ
て
曰
く
、
儞
何
所
の
者
な
れ
ば
爰
に

来
つ
て
我
戦
ひ
を
さ
ま
た
ぐ
る
や
。
②
如
来
是
を
聞
て
笑
ひ
給
ひ
、
我
は
西

方
極
楽
世
界
釈
迦
牟
尼
尊
者
南
無
阿
弥
陀
佛
な
り
。
儞
が
天
宮
を
閙
す
を

静
め
ん
た
め
此
所
に
来
つ
た
り
。
抑
儞
は
何
な
る
道
を
歟
修
し
得
た
る
や
。

③
悟
空
が
曰
く
、
我
は
天
地
生
成
の
老
猿
華
果
山
水
簾
洞
の
主
な
り
。
不

老
長
生
の
法
を
学
び
、
雲
に
乗
風
に
御
し
、
一
瞬
に
十
万
八
千
里
を
往
く
。

④
如
来
の
曰
く
、
儞
我
掌
の
中
に
の
ぼ
り
て
よ
く
此
中
を
跳
り
出
ん
や
。
悟

空
大
き
に
笑
ひ
、
如
来
い
か
な
れ
ば
か
く
獃
子
な
る
や
、
⑥
我
通
力
八
十
万

余
里
を
飛
行
す
。
然
る
を
い
は
ん
や
儞
が
掌
の
中
に
お
い
て
を
や
と
、
云
も

終
ら
ず
⑤
如
来
の
手
の
上
に
躍
り
上
り
、
⑦
白
雲
を
起
し
て
是
に
打
乗
り
、

八
九
万
里
も
飛
行
せ
し
が
、
⑧
そ
の
所
に
赤
き
大
い
な
る
柱
の
五
根
ま
で
な

ら
び
立
た
り
。
悟
空
此
柱
の
許
に
立
て
一
根
の
毛
を
抜
て
筆
と
変
じ
、
⑨
正

中
の
柱
に
斉
天
大
聖
到こ
ゝ
に
い
た
り

レ

此
一い
ち
い
う

遊
す
と
書
記
し
、
⑩
又
雲
を
飛
で
如
来
の

御
手
に
立
か
へ
り
、
⑪
我
已
に
八
九
万
の
遠
き
国
に
至
り
、
五
根
の
柱
に

記
号
を
留
め
回
り
た
り
。
⑫
如
来
其
時
大
き
に
罵
て
曰
く
、
儞
野
猿
の
徒　

⑬
何
事
を
か
修
し
得
た
る
や
。
先
よ
り
我
掌
の
內
に
の
み
往
来
し
て
、
敢
て

躍
り
出
る
事
あ
た
は
ず
。
⑭
儞
が
五
根
の
柱
と
見
し
は
我
指
な
り
。
疑
は
し

く
ば
此
指
を
見
よ
と
の
給
へ
ば
、
⑮
あ
や
し
み
さ
し
う
つ
む
き
て
是
を
見
れ

ば
、
如
来
の
右
の
御
手
の
中
指
に
、
斉
天
大
聖
到こ
ゝ
に
い
た
り

レ

此
一い
ち
い
う

遊
す
と
我
筆
跡

に
て
書
付
た
り
。
⑯
此
に
至
て
悟
空
大
き
に
お
ど
ろ
き
、
⑰
急
ぎ
掌て

の
中
を

飛
下
ら
ん
と
せ
し
時
、
如
来
忽
手
を
翻
し
て
手
中
に
提
げ
、
西
天
門
よ
り
出

給
ひ
、
⑱
五
指
を
化
し
て
五
行
山
と
な
し
、
悟
空
を
山
の
下
に
押
入
れ
、
唵

嘛
呢
叭　

哞
の
六
字
を
金
書
し
た
る
札
を
山
の
頂
に
は
り
付
け
給
ひ
、
土
地

神
祗
に
お
ほ
せ
て
悟
空
を
守
護
せ
し
め
、
⑲
饑
時
は
鉄
丸
を
あ
た
へ
、
渴
す

る
時
は
銅
汁
を
呑
し
め
、
渠
が
災
ひ
充
て
人
の
救
ひ
出
す
を
待
し
め
給
ふ
。

双
方
を
対
照
す
れ
ば
、﹁
悟
浄
歎
異
﹂
の
五
行
山
の
封
印
の
話
は
、
展
開
上
、

⑤
と
⑥
の
文
言
が
前
後
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
﹃
絵
本
西

遊
記
﹄
の
展
開
に
即
し
つ
つ
、
中
島
は
そ
の
字
句
を
自
ら
の
表
現
に
作
り
替
え
て

い
る
こ
と
が
明
白
に
看
取
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
封
印
の
呪
文
は
、
ま
さ

に
メ
モ
五
行
目
の
記
載
に
あ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
封
印
が
解
か
れ
る
の
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一
〇

は
、﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
で
は
初
編
巻
之
五
﹁
陥
虎
穴
金
星
解
厄　

双

嶺
伯
欽
留

僧
﹂・﹁
心
猿
帰
正　

六
賊
無
踪
﹂
に
お
い
て
、
河
州
の
双

嶺
で
猟
師
の
劉
伯
欽

に
救
済
さ
れ
、
両
界
山
で
別
れ
る
時
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
両
界
山
こ
そ
五
行
山

に
他
な
ら
ず
、
山
の
麓
で
﹁
我
が
師
父
来
り
給
へ
﹂
と
し
き
り
に
呼
ぶ
声
に
驚
く

三
蔵
。
石
の
匣
の
猿
に
問
わ
れ
て
、
大
唐
皇
帝
の
勅
に
よ
り
西
天
取
経
の
僧
で
あ

る
と
伝
え
る
と
、
山
の
巓
の
金
字
の
圧
帖
を
除
く
よ
う
請
わ
れ
、
い
ざ
除
か
ん
と

す
れ
ば
、
香
風
一
陣
、
そ
の
﹁
唵
嘛
呢
叭

哞
﹂
の
帖
を
虚
空
に
吹
き
上
げ
、
や

が
て
天
地
も
崩
れ
る
大
音
響
と
と
も
に
、
孫
悟
空
が
三
蔵
の
馬
前
に
拝
礼
す
る
。

か
く
て
悟
空
が
師
徒
と
な
る
が
、﹁
悟
浄
歎
異
﹂
第
八
段
の
そ
の
部
分
に
は
﹁
五
百

年
経
つ
て
、
天
竺
へ
の
旅
の
途
中
に
偶
〻
通
り
掛
か
つ
た
三
蔵
法
師
が
五
行
山
山

頂
の
呪
符
を
剥
が
し
て
悟
空
を
解
き
放
つ
て
呉
れ
た
﹂
と
あ
る
の
み
で
、
そ
こ
に

呪
文
も
大
音
響
も
描
か
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。﹁
悟
浄
歎
異
﹂
で
は
、﹁
五

行
山
の
重
み
の
下
に
五
百
年
間
押
し
付
け
ら
れ
、
小
さ
く
凝
集
す
る
必
要
が
あ
つ

た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
凝
固
し
て
小
さ
く
な
つ
た
現
在
の
悟
空
が
、
俺
達
か
ら
見

る
と
、
何
と
、
段
違
ひ
に
素
晴
ら
し
く
大
き
く
見
事
で
あ
る
こ
と
か
！
﹂
と
の
意

味
づ
け
が
重
要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

＊
＊
＊
＊
＊

﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
に
基
づ
く
記
載
は
、
第
五
段
﹁
悟
空
の
身
体
の
部
分
々
々

は

︱
目
も
耳
も
口
も
脚
も
手
も

︱
み
ん
な
何
時
も
嬉
し
く
て
堪
ら
な
い
ら
し

い
。﹂
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
。﹁
太
上
老
君
の
八
卦
炉
中
に
焼
殺
さ
れ
か
か
つ
た

時
﹂、﹁
銀
角
大
王
の
泰
山
圧
頂
の
法
に
遭
う
て
、
泰
山
・
須
弥
山
・
峨
眉
山
の
三

山
の
下
に
圧
し
潰
さ
れ
さ
う
に
な
つ
た
時
﹂
で
さ
え
悲
鳴
を
上
げ
は
し
な
か
っ
た

悟
空
で
は
あ
る
が
、﹁
最
も
苦
し
ん
だ
の
は
、
小
雷
音
寺
の
黄
眉
老
佛
の
た
め
に

不
思
議
な
金
鐃
の
下
に
閉
ぢ
込
め
ら
れ
た
時
で
あ
る
。﹂
に
続
く
部
分
で
あ
る
。

①
推
せ
ど
も
突
け
ど
も
金
鐃
は
破
れ
ず
、
身
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
突
破
ら

う
と
し
て
も
、
悟
空
の
身
が
大
き
く
な
れ
ば
金
鐃
も
伸
び
て
大
き
く
な
り
、

身
を
縮
め
れ
ば
金
鐃
も
亦
縮
ま
る
始
末
で
、
ど
う
に
も
仕
様
が
な
い
。
身
の

毛
を
拔
い
て
錐
と
変
じ
、
之
で
穴
を
穿
た
う
と
し
て
も
、
金
鐃
に
は
傷
一
つ

付
か
な
い
。
②
そ
の
中
に
、
も
の
を
蕩
か
し
て
水
と
化
す
る
此
の
器
の
力
で
、

悟
空
の
臀
部
の
方
が
そ
ろ
〳
〵
柔
く
な
り
始
め
た
が
、
そ
れ
で
も
彼
は
唯
妖

怪
に
捕
へ
ら
れ
た
師
父
の
身
の
上
ば
か
り
を
気
遣
つ
て
ゐ
た
ら
し
い
。
悟
空

に
は
自
分
の
運
命
に
対
す
る
無
限
の
自
信
が
あ
る
の
だ
。︵
自
分
で
は
其
の

自
信
を
意
識
し
て
ゐ
な
い
ら
し
い
が
。︶
や
が
て
、
③
天
界
か
ら
加
勢
に
来

た
亢
金
龍
が
其
の
鉄
の
如
き
角
を
以
て
満
身
の
力
を
こ
め
、
外
か
ら
金
鐃
を

突
通
し
た
。
角
は
見
事
に
內
ま
で
突
通
つ
た
が
、
此
の
金
鐃
は
恰
も
人
の
肉

の
如
く
に
角
に
纏
ひ
つ
い
て
、
少
し
の
隙
も
無
い
。
風
の
洩
る
程
の
隙
間
で

も
あ
れ
ば
、
悟
空
は
身
を
け
し

0

0

粒
と
化
し
て
脱
れ
出
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
出

来
な
い
。
半
ば
臀
部
は
溶
け
か
か
り
な
が
ら
、
④
苦
心
惨
憺
の
末
、
つ
ひ
に

耳
の
中
か
ら
金
箍
棒
を
取
出
し
て
鋼き
り鑽

に
変
へ
、
金
龍
の
角
の
上
に
孔
を
穿

ち
、
身
を
芥
子
粒
に
変
じ
て
其
の
孔
に
潜
み
、
金
龍
に
角
を
引
拔
か
せ
た
の

で
あ
る
。
漸
く
助
か
つ
た
彼
は
、
柔
く
な
つ
た
己
の
尻
の
こ
と
も
忘
れ
、
直

ぐ
さ
ま
師
父
の
救
ひ
出
し
に
掛
か
る
の
だ
。︵
略
︶

当
該
部
分
は
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
三
篇
巻
之
五
﹁
妖
邪
假
設
小
雷
音
寺　

四
衆
皆
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一
一

遭
大
厄
難
﹂
に
あ
た
る
。
小
雷
音
寺
で
悟
空
は
ニ
セ
如
来
に
如
意
棒
を
食
ら
わ
そ

う
と
し
て
金
鐃
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
一
行
は
難
な
く
捕
ら
わ
れ
る
。﹁
悟
浄

歎
異
﹂
②
に
い
う
金
鐃
の
溶
解
力
は
、
妖
王
が
手
下
に
い
っ
た
﹁
我
今
行
者
を

金
鐃
の
裡
に
封
じ
籠
置
た
り
。
三
日
三
夜
過
な
ば
管
か
な
らず
化
尽
て
水
と
成
る
べ
し
。﹂

を
、
い
ま
悟
空
の
身
に
迫
る
難
と
し
て
描
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
か

く
し
て
、
金
鐃
の
中
で
の
悟
空
の
難
渋
と
そ
の
打
開
策
に
展
開
し
て
は
、
①
③
④

の
字
句
と
の
対
応
が
確
認
さ
れ
る
。

①
行
者
は
那
金
鐃
の
中
に
在
て
、
右
に
推
左
に
押
ど
も
些
少
も
搖
か
す
事
能

は
ず
、
身
を
如
何
に
も
長
大
に
な
し
て
突
破
ん
と
す
れ
ば
、
偖
も
此
金
鐃
妙

不
思
議
の
宝
貝
に
て
、
行
者
が
身
長
大
に
な
る
時
は
、
金
鐃
も
又
長
大
な
り
、

行
者
身
を
些
小
す
る
時
は
金
鐃
も
ま
た
縮
み
け
れ
ば
、
行
者
五
六
根
の
毛
を

扯
抜
変
じ
て
鉄
錬
と
做
て
是
彼
二
三
百
度
突
け
れ
共
、
些
し
の
透
間
も
見
え

ざ
り
け
り
。︵
中
略
︶
彼
是
と
立
騒
ぐ
中
、
早
三
更
の
頃
に
な
り
ぬ
。
行
者

は
金
鐃
の
裡
に
在
て
、
今
や
光あか
り克
の
見
る
か
と
、
東
を
臨
み
西
を
顧
み
待
け

れ
ど
も
些
少
の
透
間
も
見
え
ず
。
③
星
宿
の
列
た
る
亢
金
龍
が
曰
く
、
我
今

角
の
尖
り
を
以
て
金
鐃
を
突
串
べ
し
。
大
聖
裡
に
在
て
些
少
に
て
も
透
間
あ

る
を
見
ば
、
疾
く
身
を
変
じ
て
潜
り
出
よ
。
行
者
聞
て
心
得
た
り
と
相
待
と

こ
ろ
に
、
彼
金
龍
鉄
の
如
き
角
を
以
て
、
千
斤
の
力
を
極
め
金
鐃
を
突
串
せ

ば
、
怪
し
や
此
金
鐃
恰
も
人
の
肉
の
如
く
、
金
龍
が
角
に
纏
ひ
些
少
も
透
間

あ
ら
ず
、
行
者
裡
に
在
て
金
龍
が
角
に
て
突
串
た
る
は
知
る
と
雖
も
、
些
の

透
間
も
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
手
を
回
て
角
の
廻
り
を
索
り
見
る
に
、
実
に
毛

ほ
ど
の
透
も
な
し
。
行
者
呆あき
れ掙
果はて
不らち
事あか
ず済
々
々〳〵
々
、
風
の
漏
べ
き
隙
も
見

え
ず
と
少
時
沈
吟
し
た
り
し
が
、
風
と
一
箇
の
手
計
を
思
当
、
④
行
者
又
謂

て
曰
く
、
金
龍
儞
些
少
の
疼
を
堪
よ
、
我
今
些
少
手
計
あ
り
と
、
耳
の
裡
よ

り
金
箍
棒
を
取
出
し
、
変
じ
て
一
箇
の
鋼
鑽
と
做
、
金
龍
が
角
の
上
に
錐
揉

を
な
し
孔
を
穿
、
身
を
芥
粒
ほ
ど
に
変
じ
て
錐
の
穴
に
潜
り
入
て
、
金
龍
快

く
角
を
拔
べ
し
と
呼
は
り
け
れ
ば
、
金
龍
亦
許
多
の
力
を
極
め
て
漸
角
を
扯

抜
た
り
。
行
者
角
の
中
よ
り
跳
り
出
で
本
相
を
顕
し
、
鉄
棒
を
推
把
て
彼
金

鐃
を
打
破
れ
ば
、
寔
に
是
銅
山
も
崩
れ
倒
る
ゝ
若
き
音
勃
然
と
響
き
渡
り
、

微
塵
に
砕
け
て
飛
散
た
り
。

﹁
悟
浄
歎
異
﹂
第
五
段
の
末
尾
に
い
う
﹁
全
く
、
此
の
男
の
事
業
は
、
壮
大
と

い
ふ
感
じ
は
し
て
も
、
決
し
て
悲
壮
な
感
じ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。﹂
に
象
徴
さ

れ
る
悟
空
の
起
死
回
生
の
知
恵
が
﹃
絵
本
西
遊
記
﹄
に
由
来
し
て
描
き
出
さ
れ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊

第
六
段
の
冒
頭
に
﹁
猿
は
人
真
似
を
す
る
と
い
う
の
に
、
こ
れ
は
又
、
何
と
人

真
似
を
し
な
い
猿
だ
ら
う
！
﹂
と
記
す
。
先
の
第
七
段
に
お
い
て
、
如
来
の
中
指

に
﹁
斉
天
大
聖
到
此
一
遊
﹂
の
八
字
を
書
い
た
の
は
決
し
て
猿
真
似
で
は
な
く
、

そ
の
自
ら
到
来
し
た
事
実
を
表
明
し
、
事
実
を
伝
達
す
る
意
味
を
も
つ
。
し
た

が
っ
て
達
意
の
書
字
能
力
を
有
す
る
の
が
悟
空
な
の
で
あ
る
。

第
四
段
に
﹁
俺
は
、
悟
空
の
文
盲
な
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
曾
て
天
上
で
弼

馬
温
な
る
馬
方
の
役
に
任
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
弼
馬
温
の
字
も
知
ら
な
け
れ
ば
、
役

目
の
内
容
も
知
ら
な
い
で
ゐ
た
程
、
無
学
な
こ
と
を
良
く
知
つ
て
ゐ
る
。﹂
と
あ



中
島
敦
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
ノ
ー
ト
︵
堀
︶ 

一
二

り
、
ま
た
﹁
目
に
一
丁
字
の
無
い
此
の
猴
の
前
に
ゐ
る
時
程
、
文
字
に
よ
る
教
養

の
哀
れ
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。﹂
と
も
書
く
。
こ
の
﹁
文
盲
﹂
に

関
わ
る
文
字
と
先
の
﹁
斉
天
大
聖
到
此
一
遊
﹂
の
書
字
能
力
と
は
、
一
見
し
た
と

こ
ろ
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
悟
浄
歎
異
﹂
は
副
題

に
あ
る
通
り
﹁
手
記
﹂
と
し
て
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
各
段
そ
れ
ぞ
れ
の
記
事

は
あ
る
時
々
に
書
か
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
も
あ
る
。
こ
の
﹁
文

盲
な
る
こ
と
﹂
を
知
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
弼
馬
温
時
代
の
こ
と
な
ど
を
悟
浄

が
悟
空
か
ら
聞
い
た
時
の
記
録
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
当
然
、
そ
れ
を
耳
に
し

た
の
は
、
悟
浄
が
流
沙
河
で
三
蔵
法
師
に
弟
子
入
り
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
も

う
一
方
で
、
悟
空
が
ま
た
別
の
機
会
に
﹁
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
怖
ろ
し

い
体
験
﹂
を
話
す
中
で
明
か
さ
れ
た
の
が
、
如
来
の
中
指
に
﹁
斉
天
大
聖
到
此
一

遊
﹂
の
八
字
を
書
い
た
事
実
で
も
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
悟
空
の
ベ
ー

ル
が
一
枚
一
枚
剥
が
さ
れ
る
が
如
く
、
累
加
的
に
悟
空
の
面
目
が
明
か
さ
れ
て
い

る
も
の
に
違
い
な
い
。
そ
の
矛
盾
を
孕
む
が
如
き
筆
法
が
ま
た
﹁
手
記
﹂
と
し
て

の
妙
味
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

﹁
夜
。
俺
は
独
り
目
覚
め
て
ゐ
る
。﹂
に
始
ま
る
第
十
二
段
は
、﹁
今
夜
は
宿
が

見
付
か
ら
ず
、
山
陰
の
渓
谷
の
大
樹
の
下
に
草
を
藉
い
て
、
四
人
が
ご
ろ

0

0

寐
を
し

て
ゐ
る
。﹂
中
で
、﹁
悟
空
の
嚊
が
山
谷
に
谺
す
る
ば
か
り
﹂
と
い
う
。
悟
空
の

﹁
嚊
﹂
は
﹁
人
真
似
﹂
と
は
異
な
る
も
の
で
、
そ
の
山
谷
に
谺
す
る
音
声
は
、
宋

の
名
高
い
道
士
の
陳
摶
が
﹁
高
臥
﹂
す
る
鼾
声
を
も
想
起
さ
せ
る
。
悟
空
の
外
連

味
の
な
い
大
鼾
声
に
対
し
て
、
師
父
の
﹁
寝
息
﹂
が
対
照
的
で
あ
る
。﹁
起
上
つ
て
、

隣
に
寝
て
を
ら
れ
る
師
父
の
顔
を
覗
き
込
﹂
み
、﹁
暫
く
其
の
安
ら
か
な
寝
顔
を

見
、
静
か
な
寝
息
を
聞
い
て
ゐ
る
﹂
悟
浄
は
、
そ
の
中
に
、﹁
俺
は
、
心
の
奥
に

何
か
が
ポ
ツ
と
点
火
さ
れ
た
や
う
な
ほ
の

0

0

温
か
さ
を
感
じ
て
来
た
。﹂
と
結
ん
で

い
る
。
夜
空
の
﹁
稍
〻
黄
色
味
を
帯
び
た
暖
か
さ
う
な
星
﹂
に
﹁
三
蔵
法
師
の
澄

ん
だ
寂
し
げ
な
眼
﹂
を
思
い
出
し
、
師
父
の
﹁
愍
れ
み
の
眼
差
﹂
に
思
い
至
る
悟

浄
で
あ
っ
た
。

第
一
段
の
昼
餉
の
後
の
光
景
に
対
し
て
、
第
十
二
段
の
旅
寝
の
光
景
。
第
一
段

に
お
い
て
、
悟
浄
の
目
は
悟
空
に
フ
ォ
ー
カ
ス
さ
れ
て
、
時
と
し
て
三
蔵
法
師
や

猪
悟
能
八
戒
を
も
捉
え
て
展
開
し
、
末
尾
の
第
十
二
段
に
お
い
て
独
り
目
覚
め
た

悟
浄
が
四
人
ご
ろ
寐
す
る
中
で
師
父
の
人
間
味
を
闡
明
す
る
こ
と
が
﹁
沙
門
悟
浄

の
手
記
﹂
の
結
び
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
。

注︵
１
︶　

堀
誠
﹁
中
島
敦
「
悟
浄
出
世
」
札
記
﹂︵
中
国
詩
文
研
究
会
﹁
中
国
詩
文
論
叢
﹂

第
四
十
集
、
二
〇
二
一
年
十
二
月
︶
に
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
︵
２
︶　

濱
川
勝
彦
は
﹃
鑑
賞　

日
本
現
代
文
学
﹄
第
十
七
巻
﹁
梶
井
基
次
郎　

中
島
敦
﹂

の
﹁
中
島
敦
﹂﹁
本
文
お
よ
び
作
品
鑑
賞
﹂﹁
悟
浄
歎
異
﹂
の
中
で
、﹁
先
程
言
っ
た

「
過
去
の
わ
が
南
洋
」
の
す
ぐ
前
に
気
に
か
か
る
メ
モ
が
あ
る
。﹂
と
前
置
き
し
て

﹁
二
、
三
拾
い
上
げ
て
み
る
と
「
羅
刹
女

︱
翠
雲
山
芭
蕉
洞
」「
唵
嘛
呢
叭

哞
／

火
焰
山

︱
祭
賽
国
」。
と
く
に
最
後
の
「
火
焰
山

︱
祭
賽
国
」
は
重
要
で
、
後

に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
「

︱
」
か
ら
、「
悟
浄
歎
異
」
の
世
界
が
拡
が
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
牛
魔
王
、
羅
刹
女
の
一
件
が
終
り
、
火
焰
山
を
越
え
て
祭
賽
国
ヘ

行
く
ま
で
の
時
空
に
中
島
敦
の
「
悟
浄
歎
異
」
が
あ
る
。
ま
た
「
唵
嘛
呢
叭

哞
」

な
る
梵
語
を
音
写
し
た
呪
文
は
、「
悟
浄
歎
異
」
で
釈
迦
如
来
が
悟
空
を
五
行
山
に

押
し
込
め
た
と
き
︵
略
︶
山
頂
に
貼
っ
た
も
の
で
あ
る
。﹂
と
指
摘
し
、﹁「
悟
浄
歎

異
」
の
完
成
時
期
は
、
も
し
か
す
る
と
南
洋
行
以
降
で
は
な
い
か
﹂
と
の
推
定
が

な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
渡
邊
ル
リ
﹁
中
島
敦
﹃
悟
浄
歎
異
﹄
と
有
朋
堂
版
﹃
絵

本
西
遊
記
﹄﹂︵﹁
東
大
阪
大
学
短
期
大
学
部
教
育
研
究
紀
要
﹂
第
八
号
、
二
〇
一
一
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一
三

年
︶
に
も
、﹃
悟
浄
歎
異
﹄
の
成
立
に
関
連
し
て
、﹁
中
島
の
南
洋
行
︵
昭
16
・

6
～
17
・
3
︶
以
後
の
諸
作
品
の
メ
モ
が
多
く
記
さ
れ
た
「
ノ
ー
ト
第
四
」
に
、「
羅

刹
女

︱
翠
雲
山
芭
蕉
洞
」「
唵
嘛
呢
叭

吽ママ
／
火
焰
山

︱
祭
賽
国
」
と
い
う
、

﹃
悟
浄
歎
異
﹄
の
内
容
に
関
わ
る
メ
モ
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。﹂
と
指
摘

さ
れ
、﹁
二　

時
空
の
設
定
﹂
で
濱
川
の
所
説
を
踏
ま
え
て
考
察
を
展
開
す
る
。

　
︵
３
︶　

こ
れ
が
謎
語
に
他
な
ら
ず
、
悟
空
は
難
な
く
﹁
頭
を
み
た
び
打
給
ふ
は
三
更
の

時
な
り
。
手
を
背
に
し
て
走
て
中
門
を
と
ざ
し
給
ふ
は
、
我
に
後
門
よ
り
寝
所
に

来
れ
。
人
に
語
ら
ざ
る
道
を
密
に
伝
へ
玉
は
ん
と
の
謎
な
り
﹂
と
合
点
す
る
。

　
︵
４
︶　
﹁「
西
遊
記
」
戯
画
﹂
に
対
す
る
閻
瑜
﹃
新
し
い
中
島
敦
像
︱
そ
の
苦
悩
・
遍
歴
・

救
済
﹄︵
二
〇
一
一
年
三
月
、
桜
美
林
大
学
北
東
ア
ジ
ア
総
合
研
究
所
刊
1
︶﹁
序
章
﹂

に
お
け
る
指
摘
を
含
め
て
、
注
︵
１
︶
所
掲
の
拙
論
に
紹
介
し
た
。

※  ﹁
悟
浄
歎
異
﹂
は
﹃
中
島
敦
全
集
﹄
１
︵
二
〇
〇
一
年
十
月
、
筑
摩
書
房
刊
︶、﹁
ノ
ー
ト

第
四
﹂
は
同
３
︵
二
〇
〇
二
年
二
月
、
同
刊
︶
に
依
る
。


