
一
念
信
解
は
分
別
功
徳
砧
に
お
い
て
説
か
れ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
と
似
た
内
容
だ
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
法
師
品
・
随
喜
功
徳
品
等
に

説
か
れ
る
一
念
随
喜
が
あ
る
。
こ
の
両
者
に
は
関
連
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
五
繩
法
師
は
法
師
品
・
法
師
功
紘
品
・
如
来
神
力
品
等
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
法
行
は
岐
初
か
ら
五
種
類
が
あ
っ
た
も

の
で
は
な
く
て
、
年
と
と
も
に
だ
ん
ノ
、
と
形
成
さ
れ
来
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
通
り
に
、
こ
れ
が
全
て
で
は
な
く
て
、
そ
の

形
は
多
様
で
あ
る
。
形
の
整
っ
て
来
た
と
い
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
み
て
も
、
五
種
法
師
か
ら
書
写
を
除
い
た
も
の
を
各
所
に
み
う
る

し
、
逆
に
、
五
種
法
師
に
供
養
を
加
え
た
も
の
も
あ
り
、
他
人
の
た
め
に
書
写
を
す
上
め
る
と
こ
ろ
も
あ
り
等
々
で
五
種
法
師
と
は
い
Ｌ

な
が
ら
も
実
は
六
種
法
師
で
あ
り
、
七
種
法
師
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
法
華
経
の
実
践
の
あ
り
方
は
五
種
法
師
で
あ
る
と
即
断
す
る
こ
と
に
対
し
て
疑
を
持
た
せ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

法
華
経
の
中
に
お
い
て
脱
か
れ
る
五
砿
法
師
と
一
念
信
解
と
は
、
如
説
修
行
を
唱
え
る
法
華
経
の
実
践
規
範
だ
、
と
い
わ
れ
る
の
が
常

の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
両
者
の
内
容
の
並
例
だ
け
を
も
っ
て
、
法
華
経
の
実
践
規
範
の
総
ぺ
て
だ
と
即
断
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
で
あ
ろ
う
。

五
種
法
師
に
つ
い
て
の
一
試
論

1

望
月
海
淑

（”）



２

五
種
法
師
が
脱
か
れ
て
い
る
各
品
の
中
で
も
、
一
番
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
は
法
帥
功
徳
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
品
が
五
種
法
師
を

行
な
う
人
の
功
徳
を
挙
げ
て
、
六
根
が
消
浄
な
も
の
と
な
り
神
通
を
得
る
に
至
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
だ
、
と
い
う
点
に
由
来
す
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
一
に
五
種
法
師
と
は
何
な
の
か
、
こ
の
品
の
説
示
を
挙
げ
て
整
理
し
て
み
た
い
。

六
根
の
滴
浄
を
脱
ぐ
法
師
功
徳
品
は
六
段
の
構
成
を
も
っ
て
、
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
段
で
は
、

受
二
持
瞳
法
華
経
一
。
若
読
若
調
若
説
若
苔
写
。

と
な
っ
て
お
っ
て
、
受
持
・
読
・
調
・
解
説
・
苔
写
の
五
種
法
師
の
明
瞭
な
記
述
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
梵
文
は

】
日
画
昌
１
画
目
日
画
己
閏
剣
母
幽
召
口
旨
”
３
国
望
胃
一
国
目
武
智
胃
一
ぐ
”
号
蟹
嵐
望
騨
一
ぐ
画
一
房
ぽ
ぷ
罵
昌
ぐ
画

と
、
四
法
行
を
示
す
の
に
儲
ま
っ
て
い
る
。
こ
Ｌ
で
は
妙
法
華
経
が
、
く
目
・
の
一
文
字
を
も
っ
て
、
読
・
調
の
二
つ
の
行
為
を
示
す

も
の
と
理
解
し
た
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
正
法
華
経
が

又
法
師
品
は
一
念
随
喜
を
説
く
と
と
も
に
五
種
法
師
を
示
し
て
お
り
、
分
別
功
徳
品
の
後
に
は
随
喜
功
徳
品
と
法
師
功
徳
品
と
が
存
し

夫
々
に
一
念
随
喜
と
五
種
法
師
と
を
説
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
法
師
品
の
説
示
は
果
し
て
随
喜
功
徳
品
や
法
師
功
徳
品
と
に
引
き

つ
が
れ
る
べ
き
内
容
上
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
と
の
疑
問
も
発
生
し
て
来
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
小
論
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
対
す
る
考
祭
の
中
で
、
特
に
五
極
法
師
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
点
に
関
す
る
考
究

の
跡
を
残
そ
う
と
し
た
も
の
が
あ
る
。

受
避
経
典
持
読
普
写
…
…

と
、
読
の
一
行
為
だ
け
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
Ｌ
で
は
「
調
」
と
い
う
も
の
は
な
い
。
従
っ
て
四
法
行
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で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

受
二
持
此
経
一
。
若
読
若
謝
若
解
脱
若
書
写
。

］
日
四
ｓ
目
胃
日
勉
冨
愚
脚
冒
昌
、
四
畳
胃
鼻
鼠
画
冨
目
習
響
冨
吋
乱
召
８
の
脚
景
働
く
色
冒
目
習
角
⑳

と
、
妙
法
華
経
の
五
種
に
対
し
、
梵
文
に
は
解
説
に
あ
た
る
と
見
う
る
の
画
召
胃
画
颪
曾
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
正
法
華
経
も

説
是
経
典
。
若
為
異
教
類
声
聞
乗
説
者
。

と
、
解
説
だ
け
を
訳
出
し
て
梵
文
に
忠
実
な
態
度
を
保
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
品
は
五
種
法
師
を
行
ず
る
人
は
六
根
を
消
浄
な

ら
し
め
う
る
と
の
説
示
を
な
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
第
二
段
は
耳
根
の
消
浄
を
説
い
て
い
る
の
で
、
当
然
、
こ
の
箇
所
も
五
種
を
行
ず

れ
ば
、
と
の
内
容
に
よ
っ
て
詰
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
妙
法
華
経
の
達
意
訳
は
そ
の
点
で
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
云
え
よ
う
。

受
一
蒔
是
経
一
。
若
読
若
諭
若
解
税
若
沓
写
。
…
：
。
（
妙
）

其
有
持
是
経
典
読
諏
書
写
。
・
心
・
…
（
正
）

で
あ
る
が
、

第
四
段
は

受
二
持
足
経
一
。
符
読
若
諏
若
解
説
若
諜
写
。
…
…
（
妙
）

有
持
足
経
巻
分
別
説
者
。
若
復
楓
読
替
著
竹
帛
。
．
．
…
．
（
正
）

一
目
色
召
Ｑ
ご
鼬
岡
目
画
己
画
塊
罰
鼬
員
創
昌
・
彦
幽
門
画
昌
勉
冨
昏
ご
国
丙
朕
角
］
四
国
毎
叩
く
蝉
包
彦
望
凹
］
色
ｇ
一
馬
宮
８

◆

１

で
あ
る
が
、
こ
ふ
で
第
一
段
の
乱
目
に
か
わ
っ
て
砿
畠
含
露
か
壷
場
し
て
来
た
こ
と
が
災
っ
て
い
る
』

第
三
段
は

そ
し
て
、
第
二
段
で
は

（.75）



な
る
。

］
自
画
骨
・
旨
餌
員
己
脚
固
画
昌
鰯
昌
脚
召
垈
旨
野
幽
望
幽
日
蝕
ロ
◎
の
閻
望
色
冒
勧
口
画
毎
℃
①
愚
宍
幽
留
昌
脚
自
画
目
。
］
房
ロ
曾
鼠
固
画
、

■

、

０

●

で
、
解
説
の
項
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
胃
画
厨
曾
号
笛
の
二
つ
の
語
が
登
場
し
て
来
て
い
る
。

で
、
解
説

第
五
段
は

】
日
働
巳
ユ
琶
働
託
日
鼬
己
餌
昌
画
］
画
昌
・
ロ
幽
魂
“
罠
画
司
国
唇
○
ぐ
働
く
鋤
。
脚
喝
角
白
煙
目
◎
ぐ
画
己
禺
画
天
幽
の
画
斡
画
日
陣
固
ｏ
ぐ
凶
邑
①
蟹
望
画
日
脚
口
Ｏ
ぐ
画
〕
房
旨
幽
豈

■

１

１

●

受
二
持
是
経
一
。
若
読
若
調
若
解
諦

若
聞
是
経
持
読
訓
写
…
…
（
正
）

若
読
若
調
若
解
説

幽
舜
燭
の

『
剴
画
ロ
◎
ぐ
画

で
あ
る
が
、
こ
Ｌ
で

最
后
の
第
六
段
で
は

こ
Ｌ
で

如
来
滅
后
受
二
持
是
総
一
。
若
読
若
訓
若
解
説
若
諜
等
：
。
…
（
妙
）

Ｑ

如
来
滅
度
后
。
若
持
斯
経
調
読
解
説
…
…
（
正
）

冨
昏
画
唄
胃
の
己
画
吋
冒
一
吋
ぐ
吋
冨
一
目
画
昌
ロ
ロ
四
国
．
鱒
己
画
『
罠
幽
］
齢
昌
・
旨
働
目
］
冑
。
号
曾
望
画
冨
昏
印
画
昌
胃
画
穴
駁
画
昌
酋
さ
』
房
ロ
豊
◎
ぐ
凶
。
四
目
室

と
、
如
来
滅
后
の
句
が
つ
け
加
え
ら
れ
て
来
て
い
る
以
外
、
他
の
場
合
と
め
だ
っ
た
相
違
は
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
六
段
に
分
け
ら
れ
た
言
葉
の
使
用
さ
れ
方
を
、
妙
法
華
経
の
五
種
法
師
に
わ
け
て
あ
て
は
め
て
み
る
と
次
の
よ
う
に

は
再
び
く
胃
画
が
登
場
し
て
来
て
い
る
こ
と
位
が
相
違
点
で
あ
ろ
う
。

若
書
写
…
…
（
妙
）
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即
ち
、
六
段
に
わ
か
れ
て
い
る
法
師
功
徳
品
と
し
て
は
、
五
種
法
師
が
六
回
示
さ
れ
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
が
、
梵
文
で
は
号
写
丙

魁
》
』
涛
彦
が
五
回
使
川
さ
れ
た
の
が
岐
高
で
あ
り
、
更
に
、
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
妙
法
華
経
の
解
説
に
あ
た
る

も
の
と
し
て
、
冨
少
屋
群
の
二
語
か
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
説
の
訳
語
に
あ
た
る
言
葉
と
し
て
⑩
乱
巳
〕
が
一
度
示
さ
れ
た
だ
け
で

も
の
と
し
て
、
弄
獣
↑

あ
る
、
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
五
極
法
師
の
該
当
簡
所
で
使
川
さ
れ
る
冨
吟
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
接
頭
語
を
付
さ
れ
た
胃
鳥
獣
で
あ
る
が
、
仮
り
に
訳
例

を
示
す
と
“
壇
馬
閏
ゞ
菌
８
日
の
》
自
画
凰
厭
料
．
目
色
富
ぐ
①
い
ざ
一
の
》
島
の
已
僅
ざ
の
５
．
で
あ
り
、
会
い
の
方
は
：
。
急
》
ｇ
３
９
．
８
１

９
日
脚
目
・
胃
且
匡
◎
の
．
２
．
．
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
同
じ
よ
う
な
内
容
の
も
の
に
見
え
る
が
、
胃
鳥
胤
は
も
の
の
理
を
註
釈
す
る
よ
う

な
意
を
含
め
て
い
る
が
、
Ｑ
誌
は
説
き
ひ
ろ
げ
て
よ
り
多
く
の
人
に
そ
れ
を
見
せ
よ
う
、
と
い
う
よ
う
な
意
が
こ
め
て
い
る
。
し
か
し
、

名
一
梵
文
語
繩

ロ
一
色
医
司
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受
一
蒔
読
望
調
解
固
説
諜
五
写
妙
法
華
経
乃
至
一
偶
一
・
：
…
（
妙
）

従
是
経
典
受
持
一
航
。
調
訓
番
写
戟
於
竹
帛
。
銘
著
心
懐
念
而
不
忘
：
．
：
．
（
正
）

閏
画
詳
。
。
底
四
国
己
画
ご
画
埼
昌
画
昌
幽
。
“
ロ
芹
“
峰
画
恥
の
澪
閣
唄
幽
芦
匡
幽
寓
ご
鱈
己
一
。
ご
”
Ｈ
画
］
］
、
］
四
目
屋
ぐ
画
○
画
》
、
』
如
昌
画
己
庁
一
己
円
騨
宍
画
峰
画
斡
鏡
昌
鯵
口
竪

■

○

ｍ
“
召
胴
乱
毎
画
乱
切
望
画
国
璽
一
房
冨
望
画
口
惑
一
涛
巨
尊
画
。
少
ロ
ロ
の
目
幽
吋
昂
罠
画
昌
一
歸
里
の
自
画
◎
画
弄
豊
色
骨
ぐ
『
働
く
里
。
汽
鯨
包
哩
呉
幽
昌
一

●

こ
の
品
に
お
い
て
、
こ
の
両
者
の
使
用
例
に
相
違
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
さ
ら
の
も
の
は
見
当
ら
な
い
。

そ
し
て
、
ぐ
画
。
は
も
の
を
話
す
こ
と
、
読
む
こ
と
を
示
す
の
に
対
し
、
⑳
乱
昏
は
暗
調
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
読
調

の
語
を
読
と
訓
の
二
つ
の
別
の
も
の
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
の
ぐ
凶
号
が
訓
で
ぐ
色
。
を
読
と
し
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
正
法

華
経
が
⑳
乱
号
の
出
て
来
る
第
三
段
の
訳
文
を
有
持
是
経
巻
分
別
説
者
。
若
復
調
読
諜
…
…
と
な
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
語
を
誕
調
と

解
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
語
が
こ
の
法
師
功
徳
品
に
お
い
て
、
一
度
し
か
使
わ
れ
て
お
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う

な
理
由
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
他
の
品
に
お
け
る
五
種
法
行
の
頃
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
こ
の
品
で
は
妙
法
華
経
の
五
種
法
師
に
対
し
、
梵
文
で
は
六
種
知
の
言
葉
を
も
っ
て
五
種
類
の
も
の
が
説
か
れ

て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
解
説
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
二
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。

３

法
師
功
徳
品
と
並
ん
で
五
種
法
師
が
く
り
返
し
説
か
れ
る
の
は
、
法
師
品
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
品
が
法
華
経
を
弘
通
す
る
人
に
及

ぼ
さ
れ
る
功
徳
を
説
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
の
第
一
段
長
行
の
中
に
て
は
、
仏
が
法
華
経
の
一
句
一
偶
を
聞
い
て
随
罫
す
る
人
に
悟
り
の
記
前
を
与
え
る
と
語
っ
た
直
后
に
、
次

そ
の
第
一
段
長
君

の
如
く
説
か
れ
る
。
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で
、
漢
訳
両
経
と
梵
文
と
で
夫
々
に
相
異
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
両
漢
訳
の
中
に
見
ら
れ
な
い
も
の
は
鮠
躍
昌
倒
留
萄

一
望
鱈
昌
一
で
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
掴
ま
え
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
る
と
こ
ろ
か
ら
、
受
持
と
同
一
内
容
と
判
断
せ
ら
れ
た
も
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
畠
８
国
望
幽
国
璽
を
妙
法
華
経
は
読
と
訳
し
、
正
法
華
経
は
楓
揃
と
訳
し
て
い
る
。
孤
諭
は
本
来
は
訓
に
あ
て

は
ま
る
も
の
だ
ろ
う
が
、
そ
の
諭
に
対
す
る
梵
文
が
見
当
ら
な
い
の
も
お
も
し
ろ
い
。
そ
の
理
由
は
何
だ
ろ
う
。
更
に
、
正
法
華
経
の
銘

す
な
わ
ち
、
妙
法
華
経
で
見
る
限
り
、
た
し
か
に
五
種
類
の
法
行
で
、
こ
の
あ
と
続
い
て
示
さ
れ
る
供
養
を
加
え
て
も
六
種
法
行
で
あ

る
が
、
正
法
華
経
は
、
受
持
・
調
調
・
書
写
と
、
心
に
銘
著
し
念
を
懐
い
て
忘
れ
ず
と
い
う
の
が
あ
り
、
梵
文
で
は
、
供
餐
を
加
え
な
い

で
七
甑
類
の
行
い
の
形
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
を
か
り
に
五
種
法
師
に
配
当
し
て
み
る
と
、

譜|“
壷跨

”［ 受

（
妙
）

l

i
I 説写 荊 持

一
号
陣
厨
営
望
幽
ご
堂

一
－ 一

ぐ
『
画
く
“
］
◎
汽
鈎
員
砺
寓
色
目
風

辱
丙
底
再
ぐ
倒
餌
ロ
ロ
閏
ご
四
国
伽
昌
凹
口
蔑

。

の
四
畳
瞬
国
ロ
“
乱
切
望
四
口
三

］
一
戸
画
耐
罠
画
己
武

己
尉
脚
澪
幽
吟
塑
員
耐
］
四
国
屋

●

ぐ
画
○
四
昌
昂
昌
脚
ロ
霞

１
１
１

l

i

－l

I

｜
懐
念
而
不
忘

’

｜
銘
著
心

一 ’

一
受
持

へ

正
一

山
二
３

１
二
》

マ
戸
Ｉ 弧

１
１
１
１
１

ゲ 誠

’’
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著
心
懐
念
而
不
忘
の
訳
語
と
な
っ
た
二
つ
の
梵
文
は
、
五
種
法
師
の
型
に
あ
て
は
め
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
法
華
経
成
立
史
は
、
こ
Ｌ
で
は
こ
の
二
つ
の
も
の
が
、
余
り
必
要
で
な
い
の
み
か
訳
文
が
煩
瑛
に
な
る
故
に
、
訳
出
の
際
に
省
略
し

た
も
の
と
も
思
わ
れ
る
見
方
も
あ
る
が
、
何
か
簡
潔
な
も
の
に
統
一
し
た
が
る
便
宜
的
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
、
（
Ｐ
一
五

○
）
と
の
べ
て
い
る
。
更
に
、
こ
の
長
行
に
引
き
つ
ｒ
い
て
く
り
返
し
語
ら
れ
る
箇
所
で
は
、

受
持
読
調
解
説
書
写
。
献
々
供
二
養
経
巻
一
。
…
…
（
妙
）

其
受
是
経
持
洗
訓
写
。
観
聴
供
養
…
…
（
正
）

胃
〕
昌
曽
冨
号
質
日
画
１
℃
胃
冨
冒
唇
“
煙
冨
］
色
１
の
色
目
９
国
目
且
晩
昏
毎
々
且
呂
鰯
届
く
色
乱
乱
。
畠
＆
ぐ
蝕
己
胃
冨
乱
冒
昌
豊

■

●

■
■
●
■
り

ぐ
画
己
吋
煙
穴
倒
恥
凹
割
の
回
ぐ
蝉
二
六
戸
の
Ｑ
ぐ
四
二
丙
画
鰯
勺
画
罰
の
ｇ
ぐ
画
』
一
戸
ロ
ー
行
く
画
つ
妙
。
ｐ
閏
ご
画
『
①
庁
幹
脚
忌
Ｈ
ｐ
ｏ
騨
己
臣
の
奇
画
斥
の
・
・
・
・
・
・
己
匡
』
四
国
卸
【
国
・

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
掲
の
箇
所
と
比
べ
て
み
る
と
、

ユ
ロ
倒
周
画
包
噸
『
画
目
室
。
画
画
『
“
望
の
Ｑ

ぐ
画
。
画
冨
砺
吋
“
旨
璽
ぐ
凶
。
画
罰
の
邑

己
吋
色
丙
倒
畦
陣
割
一
℃
畑
昌
画
己
璽
己
吋
餌
穴
画
碓
固
く
の
・

。
］
一
戸
ロ
砺
曽
色
国
璽
崖
歸
昏
の
Ｑ

の
画
召
碩
園
彦
色
嵐
邨
望
鈎
口
武
目
色
値
『
旨
唇
ご
幽
邑

］
一
穴
画
濤
ぐ
鯉
四
国
ロ
閏
ご
画
『
厨
『
画
ご
画
］
一
丙
廿
詳
ぐ
脚
餌
己
匡
四
目
冒
色
託
の
奇

ぐ
箇
く
巴
呂
畠
尋
画
昌
ｇ
ｑ
画
鼠
冒
昼
乱
Ｑ

一
一
詩
け
画
己
斡
倒
の
ユ

（80）



こ
の
両
者
の
内
、
上
段
の
方
は
動
詞
の
使
役
形
の
単
純
未
来
の
三
人
称
複
数
能
動
態
で
あ
り
、
下
段
の
方
は
使
役
形
の
願
望
法
の
三
人

称
単
数
能
動
態
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
前
者
は
〃
：
・
・
・
せ
し
め
る
だ
ろ
う
″
と
訳
し
、
後
者
は
〃
…
…
せ
し
め
た
い
〃
と
訳
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
の
相
異
を
除
け
ば
、
こ
の
両
者
は
割
合
い
に
似
通
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

と
な
る
。

即
ち
、
妙
法
華
経
が
五
種
法
師
の
説
示
の
順
序
を
替
え
、
訳
語
に
い
さ
Ｌ
か
の
手
を
加
え
た
だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
梵
文
に
は
従
来

掲
げ
て
来
た
も
の
と
は
全
く
異
な
る
言
葉
が
議
場
し
て
い
る
。

吟
鐸
＆
且
巨
望
煙
目
・
”
画
？
菌
『
尋
鱒
昌
》
醤
３
１
冨
『
一
週
四
回
武
“
蝉
日
野
習
畠
毎
画
昌
一
の
四
つ
は
今
ま
で
の
箇
所
で
は
と
り
挙
げ
ら

れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
も
、
受
持
・
読
・
調
・
解
説
・
書
写
と
あ
て
は
め
て
行
っ
た
妙
法
華
経
は
、
全
く
の
意
訳
で

あ
っ
た
、
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
信
ず
る
（
宵
四
目
巴
の
心
は
、
経
典
を
受
持
読
調
解
説
書
写
す
る
人
に
と
っ
て
は
必
須
条

件
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
定
ま
り
き
っ
た
こ
と
と
し
て
省
略
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う

と
な
っ
て
い
る
。

如
来
滅
后
。
其
能
書
持
読
調
供
養
為
二
他
人
一
説
者
。
：
・
・
：
（
妙
）

仏
滅
度
后
。
若
有
信
此
正
法
典
者
。
受
持
諜
写
供
養
泰
順
為
他
人
説
。
…
．
．
（
正
）

の
語
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
梵
文
は

曙
騨
一
日
画
目
ユ
彦
鈎
『
昌
四
ご
四
国
画
昌
幽
唇
冨
昏
勵
短
画
国
切
望
脚
ご
“
ご
凰
司
ぐ
稗
画
の
罠
騨
野
幽
・
邑
脚
Ｑ
巨
望
“
ｐ
戴
く
画
。
画
冨
、
『
四
目
厚
一
房
ロ
毎
割
餌
ロ
回

■

一
Ｆ
■

Ｇ

●

の
鴬
‐
富
国
々
画
昌
唱
目
１
百
愚
息
昌
一
ｇ
『
の
笛
ｇ
ｏ
勢
い
四
畳
脅
習
昌
毎
圓
璽

そ
し
て
、
第
二
段
の
長
行
に
は
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ず
畠
届
く
◎
ぬ
嬬
毒
色
の
昏
画
壱
壱
副
四
国
『
且
津
駁
。
四
ヶ
◎
ユ
旨
の
餌
算
ぐ
角
。
画
尉
望
凹
冒
ｏ
ｍ
Ｈ
画
国
璽
己
画
。
画
ご
ロ
ロ
臼
．
旨
鬮
冒
邑
彦
四
目
ご
陸
己
僅
ご
画
望
画
骨

Ｉ

Ｄ

両
ず
ぼ
錘
ご
厨
・
胃
蟹
国
母
固
く
凶
峰
厨
ぐ
幽
恒
幽
黒
画
く
凶
］
房
昏
画
。
ご
鱒
ぐ
幽
己
昌
色
己
画
望
鈎
ぐ
卿

と
示
し
て
、
五
櫛
法
師
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
を
・
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
法
行
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
は
、
法
師
品
に
て
も
以
上
掲
げ
た
だ
け
に
剖
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
五
種
法
師
の
う
ち
の
一

つ
だ
け
を
示
す
箇
所
は
極
め
て
多
く
の
場
面
に
及
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
五
秋
法
師
と
い
う
時
、
そ
れ
は
五
種
類
の
法
行
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
場
合
、
五
種
近
く
に
盤
理
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
先
の
法
師
功
徳
品
に

な
ら
っ
て
、
法
師
品
に
お
け
る
言
葉
の
あ
り
方
を
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
次
の
如
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

｜｜’
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一
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房
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一
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一
一
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供
鐙
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る
一
二
一

五
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名
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梵
語
々
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訳

梵
文
使
用
回
数



こ
の
小
論
で
と
り
上
げ
た
箇
所
は
法
師
品
の
六
ヶ
所
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
妙
法
華
経
だ
け
は
、
そ
の
中
の
一
箇
所
に
訳
文
が
な
い
の

で
菰
箇
所
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
六
回
の
使
用
例
も
五
回
の
使
用
例
も
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
表
で
見
る
通
り
極
め
て
分
散
し
て

お
り
、
か
つ
極
め
て
雑
ぱ
く
で
雑
理
し
て
み
る
こ
と
す
ら
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
方
は
、
法
師
功
徳
品
の
形
と
比
較
し
て
み

る
時
、
全
く
異
質
の
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
両
者
の
大
き
な
ち
が
い
の
理
由
は
ど
こ
か
ら
由
来
し

る
時
、
全
く
異
質
の
も
（

て
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

Ｊ
０
●
卜
Ｌ
１
９
ｌ
ｒ
‐
１
１
日
Ⅱ
０
１
１
９
’
４
“
Ｉ
ｌ
ｈ
１
‐
ｄ
ｈ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
１
■
１
４
１
４
塵
８
５
日
Ｉ
１
ｊ
Ｉ
ｊ
８
１
０
‐
ｊ
０
ｊ
Ｉ
ｌ
０
ｑ
１
ｌ
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
０
１
９
６
Ⅱ
９
１
凸
Ⅱ
Ⅱ
１
１
１
０
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
９
９
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
０
■
ｌ
Ｌ
ｌ
Ⅱ
口
ｌ
Ｉ
ｌ
ｂ
１
Ｉ
０
Ｉ
８
１
０
Ｉ
ｌ
０
ｑ
凸

受I
解
説

解
説１

１

一
駒
凰
一
う
た
う

ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ず
ぽ
聯
一
話
す

－－
－

4 ｜
い
『
画

Ｑ
扉

］
○
汽

Ｑ
『
小

己
画
廿
丘

I
l
l

｜
示
す

一
見
る

－ －

導

く

一
つ
か
ま
え
る

兄

る
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
ｌ

－
－－

一 －

一
一

一
一二皇■■一・一全一 一 一

’
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こ
ふ
で
、
今
ま
で
に
と
り
あ
げ
て
来
た
法
師
品
と
法
師
功
徳
品
の
説
示
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
ふ
り
返
っ
て
そ
の
要
点
を
ま
と
め
て
み

る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

妙
法
華
経
の
五
種
法
師
の
訳
語
に
対
す
る
梵
文
は
、
決
し
て
五
極
細
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法
師
功
徳
品
に
見
る
こ
と
の
出
来
る
梵
文

で
は
そ
の
表
で
見
る
よ
う
に
、
あ
る
程
度
き
ま
っ
た
言
語
を
も
っ
て
説
示
さ
れ
て
い
る
が
、
法
師
品
の
場
合
の
梵
文
は
、
多
岐
に
亙
っ
て

お
り
、
そ
れ
は
一
定
の
型
に
整
理
統
一
す
る
こ
と
す
ら
不
可
能
な
ほ
ど
に
思
わ
れ
る
。

法
華
経
を
ひ
ろ
め
よ
う
と
す
る
法
師
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
の
法
師
の
功
徳
を
た
Ｌ
え
よ
う
と
し
て
い
る
両
品
の
表
現
が
、
こ
れ
程
に

相
興
し
て
い
る
理
由
は
、
そ
の
成
立
年
代
の
相
異
だ
と
か
、
創
作
者
た
ち
に
ち
か
い
が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
成
立
時
に
、
問
題

の
所
在
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
堀
り
下
げ
る
た
め
に
、
五
櫛
法
師
の
言
及
さ
れ
る
他
の
章
の
部
分
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

５

分
別
功
徳
品
は
如
来
寿
遺
品
の
あ
と
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
説
示
か
ら
明
白
な
こ
と
で
あ
る
が
、
第
三
段
長
行
で
如
来

の
寿
命
長
遠
の
教
え
を
聞
い
て
信
解
す
る
こ
と
を
述
べ
る
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

広
間
二
延
経
一
。
若
教
レ
人
間
。
蒋
自
持
若
教
し
人
持
。
若
自
諜
若
教
し
人
襟
・
・
…
．
（
妙
）

其
聞
是
経
。
即
持
諜
写
已
。
載
於
竹
吊
供
養
奉
持
…
…
（
正
）

ご
餌
］
目
色
日
図
画
召
日
冨
昌
Ｑ
昏
閏
９
画
己
餌
ｑ
ご
画
昌
野
口
ロ
菌
。
。
昏
留
僅
蔚
回
国
８
〕
＆
昌
働
国
制
Ｑ
ぐ
ぃ
］
房
け
９
曲

ご
餌
］
口
】
画
『
旨
①
ぐ
画
員ゆ

］
一
汽
辱
働
己
画
望
の
・
・
・
：
：

こ
れ
は
凹
信
の
第
三
の
広
為
他
説
の
と
こ
ろ
の
文
章
で
あ
る
が
、
こ
Ｌ
に
て
は
聞
法
と
受
持
と
書
写
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
聞
法
が
法
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こ
典
に
お
け
る
読
訓
。
受
持
の
云
い
な
お
し
は
妙
法
華
経
の
み
の
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
読
諭
が
畠
。
の
語
か
ら
訳
出
し
た
も
の

で
、
読
と
訓
と
い
う
二
つ
の
法
行
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

聞
一
是
経
典
一
。
有
二
能
受
持
若
自
番
若
教
レ
人
脅
一
…
…
（
妙
）

有
得
聞
此
維
典
者
。
持
読
番
写
若
分
別
説
…
…
（
正
）

富
〕
日
四
目
農
肖
目
色
園
『
冨
冨
唇
冒
感
冒
２
稗
固
の
葛
号
碑
画
置
弓
”
乱
。
遭
冒
脚
』
置
昌
乱
冒
鼻
磯
画
菩
乱
負
冨
団

こ
の
説
示
は
五
品
の
第
三
で
あ
る
説
法
品
に
お
い
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
妙
法
華
経
が
受
持
と
自
書
と
教
人
識
と
を
挙
げ
て
い

行
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
説
示
は
別
の
こ
と
に
し
て
、
こ
の
三
法
行
が
す
べ
て
自
の
行
い
で
あ
る
と
共
に
、
他
の
人
に
も
そ
れ
と
同
じ
こ

と
を
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
立
場
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
他
人
の
た
め
に
」
と
い
う
説
示
は
法
師

功
徳
品
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
法
師
品
の
第
二
段
長
行
に
為
他
人
説
が
見
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
特
異
と
す

べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
法
行
に
対
し
て
梵
文
は
吟
巨
と
ぐ
ｇ
と
号
『
と
］
弄
旨
の
四
極
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
で
見
る
と
妙

法
華
経
の
訳
出
し
た
自
己
の
行
と
他
人
の
た
め
の
行
い
と
い
う
二
穂
の
も
の
は
一
房
け
（
諜
写
）
以
外
に
は
な
い
こ
と
と
、
梵
文
に
は
妙

法
華
経
に
な
い
ぐ
四
。
（
擁
）
が
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る
。

更
に
、
こ
の
説
示
に
続
い
て
五
品
を
説
く
簡
所
に
は
次
の
如
き
文
が
あ
る
。

読
調
受
持
之
者
斯
人
則
為
頂
二
紋
如
来
一
。
…
…
受
二
持
読
三
禰
是
経
典
一
者
．
：
…
（
妙
）

歓
楽
受
持
・
則
為
如
来
所
見
擁
護
。
…
…
（
正
）

望
①
。
冨
圖
冨
望
騨
算
一
く
ぎ
画
冨
薯
幽
口
重
一
冨
薗
の
薗
昏
騨
樹
冨
召
印
◎
ゞ
召
の
①
ロ
閣
冨
尉
昏
胃
胃
一
望
斡
旨
画
日
へ
夢
胃
目
色
己
胃
冨
葛
昌

］
①
。
画
帥
同
“
電
昂
望
騨
口
重
ぐ
凶
。

●

・
・
・
・
・
・
汽
乱
庁
凶
目
』
の
幹
の
ロ
・
・
・
・
・
・
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し
か
し
、
同
じ
説
法
品
の
末
に
お
い
て
語
ら
れ
る
箇
所
で
は
、

若
有
下
受
持
読
荊
為
二
他
人
一
説
。
若
自
書
若
教
し
人
書
上
：
…
．
（
妙
）

島
胃
目
煙
冒
『
冨
冨
号
・
…
・
号
勢
い
稲
。
ぐ
”
く
ぎ
昌
呂
乱
包
硯
母
且
乱
一
房
ロ
且
乱
屋
台
遭
呂

と
な
っ
て
お
っ
て
、
正
法
華
経
の
訳
文
は
見
当
ら
な
い
。
妙
法
華
経
は
こ
の
箇
所
の
目
頭
の
文
と
異
っ
て
読
伽
と
為
他
人
説
（
解
磁
）
と

が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
梵
文
法
華
経
で
は
胃
鳥
獣
の
か
わ
り
に
包
臥
が
使
わ
れ
罠
彦
は
］
房
ロ
ａ
と
］
弄
亀
＆
の
二
つ
に
わ
け
て

説
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。

更
に
、
正
行
六
度
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
は

若
人
読
二
揃
受
二
持
避
経
一
為
二
他
人
一
説
。
若
自
書
若
教
し
人
諜
・
・
…
．
（
妙
）

一
目
幽
昌
包
彦
胃
目
閏
己
幽
昌
暮
色
骨
障
働
３
］
良
く
鯉
ぐ
胃
画
淵
包
ぐ
画
号
笛
］
且
ぐ
画
二
厘
〕
且
ぐ
画
一
一
こ
〕
号
昌
且
ぐ
画

と
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
典
に
て
も
正
法
華
経
の
訳
文
は
な
い
が
、
妙
法
華
経
の
訳
文
は
、
こ
の
前
の
と
こ
ろ
と
殆
ど
何
様
で
あ
る
と
い

え
る
し
、
梵
文
法
華
経
も
目
ヴ
ぐ
口
。
．
；
少
］
房
冒
（
願
望
と
使
役
の
両
者
）
で
あ
っ
て
、
前
文
と
同
様
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

更
に
、
長
行
の
末
尾
の
と
こ
ろ
に
は

．
我
滅
后
・
…
・
受
一
狩
二
読
三
諭
是
経
典
一
者
。
．
…
．
．
（
妙
）

Ｑ
ぽ
凹
魂
目
幽
己
角
汽
望
回
国
睡
昌
厨
日
幽
碩
胃
鯵
醜
望
鶴
己
幽
同
冒
笥
ご
茸
鯉
の
〕
四
・
ロ
野
角
望
騨
驚
麺
・
…

る
の
に
対
し
、
乖

胃
“
宍
麗
の
四

え
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
同
嵌

し
、
正
法
華
経
は
受
持
・
読
・
解
説
・
書
写
の
四
法
行
を
挙
げ
て
い
る
。
｝
て
し
て
梵
文
法
華
経
は
。
耳
と
ぐ
画
つ
と
濤
底
と

の
四
行
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
あ
り
方
は
正
法
華
経
の
訳
出
と
全
く
同
一
な
こ
と
で
あ
り
、
妙
法
準
経
は
怠
訳
を
な
し
た
と
い
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と
あ
る
＠
妙
法
華
経
は
受
持
・
読
訓
と
な
し
て
い
る
が
、
梵
文
法
華
経
で
は
。
耳
の
一
語
の
み
で
、
正
法
華
経
に
は
訳
文
す
ら
な
い
。
何

度
も
く
り
返
さ
れ
た
内
容
で
あ
る
の
で
、
法
護
は
沢
出
せ
ず
、
羅
什
は
意
訳
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
従
前
に
よ
っ
て
こ
れ
を
表
に
つ
く
る
と
、
左
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
分
別
功
徳
品
の
中
の
六
簡
所
の
文
章
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
表
は
受
持
号
『
が
い
つ
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
品
が
如
来
寿
遺
品
の
教
え
を
信
解
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
立
場
上
、
当
然
な
こ
と
と
い
え

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
逆
に
そ
れ
程
に
受
持
が
法
華
経
信
解
の
あ
り
方
の
上
か
ら
大
切
な
要
点
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
受
持
一
行
と
い
う
信
行
の
あ
り
方
は
、
必
然
的
に
法
華
経
経
典
か
ら
生
み
出
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

｜
｜
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｜ ’
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そ
し
て
、
前
掲
の
二
砧
に
な
か
っ
た
教
人
悲
と
い
う
あ
り
方
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
こ
の
品
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
多
数
の
人
々
に

法
華
経
が
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
法
華
経
々
典
の
多
く
を
こ
の
世
に
の
こ
し
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
意
欲
が
そ
こ
か

ら
は
感
じ
ら
れ
て
来
る
。
更
に
も
う
一
つ
、
法
師
価
の
説
示
に
比
べ
て
随
分
と
内
容
に
整
理
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
来
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
整
理
も
法
師
功
徳
姉
と
比
べ
る
時
に
未
だ
未
蜷
理
の
感
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
る
と
、

こ
の
品
は
前
二
品
の
中
間
に
位
す
べ
き
成
立
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

６

常
不
軽
菩
薩
品
の
長
行
の
末
尾
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

於
二
如
来
滅
後
一
常
応
六
受
二
持
続
雪
荊
解
同
説
替
誕
写
是
経
一
。
・
・
…
．
（
妙
）

如
来
滅
后
其
受
斯
経
。
持
調
訓
読
得
福
如
是
…
…
（
正
）

号
胃
目
鱈
冒
ご
母
。
冒
筐
房
里
尊
幽
弓
昌
昌
勝
目
冒
堅
“
薗
昏
樹
画
蔚
冨
風
凰
弓
罠
の
ざ
旨
厨
冨
唇
号
閏
ご
旨
ご
ｏ

ぐ
帥
。
四
贄
薗
ぐ
〕
。
Ｑ
の
留
置
叶
騨
ぐ
望
餌
言
⑫
幽
召
日
舞
弄
俶
騨
望
詳
幽
ぐ
望
陸

妙
法
華
経
は
五
種
法
師
の
全
て
を
並
べ
て
い
る
が
、
正
法
華
経
は
受
持
・
孤
訓
・
読
・
得
福
を
あ
げ
、
梵
文
法
華
経
は
邑
耳
ぐ
月
・
扉

一
《
鼠
の
四
つ
を
あ
げ
る
に
と
童
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
両
経
に
は
妙
法
華
経
に
あ
る
需
写
行
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
語
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
妙
法
華
経
の
読
・
誠
に
対
し
て
正
法
華
経
も
調
調
・
読
と
訳
し
て
い
る
が
、
梵
文
は
畠
。

の
一
語
で
あ
っ
て
異
っ
て
お
り
、
妙
法
蕪
経
の
解
説
に
つ
い
て
の
正
法
華
経
の
訳
文
は
な
い
が
、
梵
文
は
会
い
と
汽
麗
の
二
つ
を
説
い

の
一
語
で
あ
っ
て
異
っ
て
い

て
い
る
こ
と
を
知
り
う
る
。

更
に
、
如
来
神
力
品
の
冒
頭
に
は
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と
あ
っ
て
、
妙
法
華
経
の
み
が
棚
を
加
え
て
お
る
か
、
正
・
梵
経
共
に
訓
を
語
っ
て
は
お
ら
な
い
。
そ
し
て
、
梵
文
法
華
経
は
妙
法
華

経
の
解
説
に
つ
い
て
皇
の
と
一
向
鼠
の
↓
一
つ
の
語
を
も
っ
て
説
示
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
、
常
不
軽
菩
薩
品
と
同
様
の
説
示
を
知
る
こ

と
が
出
来
る
。

受
持
読
訓
解
説
書
写
。
…
…
（
妙
）

若
有
受
持
此
妙
典
要
。
誰
読
書
写
為
人
説
者
。
：
・
・
：
（
正
）

。
ｐ
鱈
『
目
幽
己
“
ご
幽
望
の
恒
画
包
画
野
．
“
唇
幽
望
画
く
画
。
四
回
画
『
四
号
溌
口
画
望
“
切
幽
管
胃
閏
弄
腺
働
ゴ
凶
電
画
ぐ
画
］
涛
彦
閏
罰
幽
望
画

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
Ｌ
で
は
妙
法
華
経
の
五
組
に
対
し
て
、
正
法
華
経
は
識
読
と
な
し
、
梵
文
法
華
経
は
畠
。
を
あ
げ
る
の
み

で
、
両
者
共
に
妙
法
華
経
の
訓
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
別
付
属
と
い
わ
れ
る
后
の
説
示
で
も
、

応
一
二
心
受
持
読
訓
解
説
書
写
如
説
修
行
一
。
；
…
・
若
有
二
受
持
続
訓
解
説
沓
写
如
レ
説
修
行
一
。
…
…
（
妙
）

当
以
盤
勉
求
此
経
典
。
受
持
書
写
精
進
奉
行
。
供
養
承
事
為
他
人
説
。
設
使
有
人
。
斉
此
経
行
講
讃
書
写
。
：
．
…
（
正
）

・
画
四
吋
目
四
℃
色
『
望
”
］
◎
ユ
ロ
画
吋
画
冨
冒
ぐ
増
。
○
の
い
“
冨
斤
画
く
》
○
二
丙
ロ
再
働
く
］
○
ぐ
画
○
脚
竜
一
↓
画
く
］
働
伝
も
『
餌
］
内
倒
吟
幽
昌
浄
働
く
望
。
ご
旨
幽
ぐ
ぃ
営
念
画
く
》
画
巷

つ
ロ
一
画
］
評
固
く
〕
画
昏
・
・
・
…
ぐ
“
○
国
の
詐
餌
ぐ
幽
己
魂
画
丙
幽
公
〕
の
汁
凹
く
画
。
①
い
〕
①
蒜
画
く
”
］
弄
冒
増
の
庁
画
く
画
○
言
斥
〕
①
庁
画
く
倒
す
ロ
幽
邨
〕
①
鈴
画
く
四
ｍ
ぐ
睡
邑
底
望
画
迂

こ
の
両
品
に
み
ら
れ
る
説
示
に
よ
る
と
、

］
の
《
働
く
画
・
・
・
・
・
・

－

－
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で
あ
っ
て
、
こ
典
か
ら
は
五
樋
法
師
の
中
の
諭
が
独
立
し
た
法
行
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
と
、

解
説
と
考
え
ら
れ
る
言
葉
に
は
Ｑ
誌
と
澪
朕
の
二
つ
の
言
葉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

こ
の
言
梁
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
を
諭
と
訳
し
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
ど
ち
ら
も
明
示
す
る
、
示
す
、
明
白

に
す
る
と
か
の
意
で
あ
っ
て
、
訓
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
故
に
二
つ
の
ち
が
っ
た
言
莱
で
語
ら
れ
な

が
ら
、
羅
什
は
解
説
の
一
語
だ
け
で
す
ま
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
の
疑
問
も
生
ず
る
。

以
上
、
法
師
品
・
分
別
功
徳
仙
勾
法
師
功
徳
品
・
不
懸
菩
離
品
・
如
来
神
力
舳
と
血
陥
に
わ
た
っ
て
、
妙
法
華
経
に
五
樋
法
師
乃
至
そ

れ
に
関
す
る
部
分
か
説
か
れ
て
い
る
の
を
梵
文
法
華
経
の
中
に
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
＄
で
各
姉
に
説
定
し
た
表
を
見
て
き
わ
だ
っ

た
ち
が
い
が
へ
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
一
に
五
種
法
師
と
い
わ
れ
る
五
種
の
法
行
の
型
態
と
し
て
は
、
法
師
功
徳
品
が
雌
も
完
成
さ
れ
、
つ
い
で
如
来
神
力
姉
で
あ
り
、
分
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別
功
徳
品
で
あ
り
、
そ
し
て
、
不
軽
菩
薩
品
の
順
で
整
理
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
が
、
法
師
品
に
お
い
て
は
全
く
そ
の
法
師
の
行
の
型
を

規
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
五
種
法
師
の
中
の
調
法
行
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
誠
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
、
息
呂
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
法
師
功
徳
品
の
一

ケ
所
と
法
師
品
で
の
一
ケ
所
と
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
妙
法
華
経
に
お
い
て
読
・
調
と
二
つ
の
法
行
と
し
て
説
か
れ
て

い
る
法
行
が
、
梵
文
で
は
一
つ
の
法
行
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
三
に
解
説
行
に
つ
い
て
は
、

ｇ
の
と
汽
獣
の
二
つ
の
法
行
が
梵
文
で
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
両
語
が
使
用
さ
れ
た
の
は
全
部
の
品
に
わ
た
り
、
ど
ち
ら

も
同
じ
よ
う
な
使
用
例
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
梵
文
で
は
こ
の
二
つ
の
行
を
ち
が
う
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
の
か
、
更
に
意
を
強

め
る
た
め
に
い
い
直
し
を
し
て
い
た
の
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
こ
れ
ら
の
法
行
が
語
ら
れ
る
言
葉
は
、
使
役
形
が
使
用
さ
れ
て
い
る
例
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
自
己
が
行
う
こ
と
は
勿
論
、
自
己
以
外
の
人
に
こ
れ
を
守
ら
せ
る
こ
と
に
、
法
華
経
の
主
意
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す

の
こ
と
は
、
自
己
が
壱

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
点
か
ら
、
梵
文
法
華
経
に
お
い
て
は
、
法
華
経
を
受
持
し
、
そ
の
心
か
ら
こ
れ
を
広
宣
流
布
す
る
た
め
の
行
い
が
強
調

さ
れ
て
来
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
読
訓
や
解
説
や
書
写
が
説
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
四
法
行
に
ま

と
ま
り
を
持
つ
ま
で
に
は
、
法
華
経
の
た
め
の
故
に
、
種
々
の
も
の
が
説
か
れ
て
来
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
過
程
が
、
法
師

品
を
餓
右
翼
と
す
る
法
行
の
多
岐
多
様
の
姿
な
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
逆
に
考
え
る
と
、
こ
の
五
品
が
成
立
し
た
過
程
を
示
す
も
の
と
も
な

る
だ
ろ
う
。
中
で
も
法
師
品
は
他
の
品
よ
り
は
か
な
り
古
い
時
代
に
作
成
さ
れ
た
も
の
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
妙
法
蓮
華

経
は
そ
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
、
敢
切
か
ら
法
行
の
種
類
を
考
え
て
お
り
、
多
岐
に
わ
た
っ
た
法
師
品
の
法
行
を
簡
明
に
表
現
し
去
っ
た
も

（92）



何
れ
に
し
ろ
、
同
じ
よ
う
な
法
師
の
あ
り
方
を
説
い
た
品
で
あ
り
な
が
ら
も
、
法
師
品
だ
け
は
か
な
り
へ
だ
た
っ
た
年
代
の
成
立
で
あ

り
、
法
行
に
つ
い
て
、
受
持
・
読
・
調
・
解
説
・
書
写
と
考
え
る
以
上
、
訓
を
読
の
中
に
含
め
て
四
法
行
と
な
す
か
、
解
説
の
二
文
字
に

つ
い
て
の
考
察
を
も
う
一
度
な
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

の
と
思
わ
れ
る
。

（”）


