
無
　
の
　
問
　
題

四
四

無

の

問

題

海

邊

忠

治

エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
・
B
本
の
哲
學
等
に
於
け
る
無
の
問
題
を
逃
べ
た
い
が
、
本
編
は
佛
教
特
輯
號
で
あ
る

關
係
上
、
前
編
（
本
稿
）
を
特
に
佛
教
と
の
關
聯
に
撃
て
取
り
あ
げ
て
み
る
。

　
最
近
、
急
に
無
に
つ
い
て
哲
築
上
い
ろ
い
ろ
喧
曝
さ
れ
論
議
さ
れ
る
様
に
な
っ
て
來
た
Q
東
洋
で
は
も
と
も
と
そ
の
思
想
の
根
幹

は
無
を
基
盤
と
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
西
洋
で
は
主
と
し
て
古
來
、
有
乃
至
存
在
者
が
思
惟
の
基
田
面
を
な
し
て
來
た
の
で
あ
る
。

併
し
西
洋
で
も
古
く
は
事
序
主
義
は
無
を
根
抵
と
し
て
居
る
も
の
が
あ
り
、
又
現
代
に
至
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
等
を
中
心
と
し
て
、

無
の
問
題
が
橦
一
頭
し
て
來
た
。

　
併
し
一
望
に
無
と
言
っ
て
も
、
そ
の
内
容
性
格
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
違
っ
た
考
察
が
行
は
れ
て
る
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
Q

　
先
づ
西
洋
に
於
け
る
紳
画
家
の
代
表
と
し
て
マ
イ
ス
テ
ル
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
を
學
げ
て
見
る
。
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
の
特
徴

は
神
と
人
聞
と
の
關
係
に
予
て
考
へ
ら
れ
て
る
る
。
普
通
、
紳
秘
主
義
は
紳
と
人
間
と
の
自
己
同
一
と
か
合
一
と
か
を
立
て
る
所
に

考
へ
ら
れ
て
る
る
が
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
人
間
の
簸
が
紳
と
一
と
な
る
と
言
ふ
時
、
難
が
神
の
う
ち
に
胸
黒
的
に
溶
け
込
ん
で

し
ま
ふ
と
か
、
汎
神
論
的
に
神
と
合
一
す
る
の
で
は
な
い
。
勘
ち
軍
に
一
と
な
る
の
で
も
な
け
れ
ぽ
、
叉
逆
に
箪
に
封
下
す
る
の
で



も
な
い
。
彼
の
場
合
紳
と
入
と
は
純
粋
に
二
で
あ
り
夫
々
絶
封
の
他
で
あ
る
、
と
同
時
に
純
粋
に
一
で
あ
り
絶
封
の
自
で
あ
る
所
に

そ
の
特
徴
が
あ
る
。

　
「
さ
て
こ
こ
で
眞
剣
に
聞
い
て
も
ら
ひ
た
い
Q
私
も
し
ぼ
し
ば
言
っ
た
し
又
偉
い
師
達
も
言
っ
て
み
る
。
即
ち
人
出
は
彼
が
紳
に

と
っ
て
の
固
有
な
場
所
に
な
り
、
そ
こ
で
紳
が
神
の
行
を
な
し
得
る
程
に
す
べ
て
の
も
の
と
す
べ
て
の
行
と
を
、
内
的
に
も
外
的
に

も
慢
じ
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
。
」
但
し
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
と
っ
て
そ
れ
は
尚
翼
の
精
神
の
貧
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
併

し
今
我
汝
は
別
．
の
こ
と
を
言
ふ
。
即
ち
人
間
が
す
べ
て
の
も
の
を
、
す
べ
て
の
被
造
物
を
も
彼
自
身
も
紳
を
も
室
じ
て
あ
り
、
而
し

て
紳
が
彼
の
う
ち
に
行
を
な
す
場
所
を
斎
串
す
と
言
ふ
状
態
が
彼
に
術
あ
る
と
議
定
す
れ
ば
、
さ
う
言
ふ
と
こ
ろ
が
入
間
の
う
ち
に

あ
る
間
は
、
人
間
は
未
だ
ほ
と
ん
ど
完
全
な
貧
に
於
て
あ
る
と
は
言
へ
な
い
Q
：
：
糟
神
の
貧
と
は
次
の
様
な
こ
と
で
あ
る
Q
邸
ち

人
聞
が
紳
と
そ
の
す
べ
て
の
行
と
を
室
じ
て
居
り
、
そ
の
場
合
若
し
紳
が
簸
（
入
聞
）
の
う
ち
で
行
を
な
さ
ん
と
す
れ
ば
、
紳
自
身

が
神
の
行
を
な
す
場
所
と
な
る
と
君
ふ
こ
と
で
あ
る
Q
そ
し
て
御
ほ
さ
う
あ
る
こ
と
を
喜
ぶ
。
」
（
周
・
℃
h
。
凶
年
び
竃
9
。
。
8
鳴
国
。
尻
ぎ
答

℃
冨
漆
。
び
竃
。
凶
ω
酔
亡
国
6
評
ず
ρ
答
〔
但
し
国
’
ロ
σ
白
け
5
0
き
諸
色
ω
仲
。
鳴
門
。
ド
9
吋
仲
ω
ω
o
げ
同
署
け
①
昌
藍
．
℃
「
①
象
鳴
。
昌
滲
照
す
〕
！
以
下
℃
験
と
略
す
一
ω
●

悼
◎
o
ω
。
（
　
）
内
は
諜
者
挿
入
）

　
精
紳
の
貧
に
激
て
紳
は
人
に
生
き
る
Q
途
に
紳
と
入
と
の
封
立
は
超
え
ら
れ
、
紳
は
入
を
突
破
し
て
自
己
自
身
を
生
き
る
。
即
ち

人
は
神
に
貸
し
て
あ
る
こ
と
を
も
、
紳
が
人
に
署
し
て
あ
る
こ
と
を
も
絶
し
て
、
唯
、
紳
生
け
る
の
み
と
な
る
。
純
な
る
一
の
世
界

が
講
話
す
る
。
貧
の
極
に
於
て
人
は
も
は
や
神
の
働
き
の
場
所
と
な
る
こ
と
す
ら
超
え
て
、
　
「
紳
自
身
が
瀞
の
働
き
の
場
駈
と
な

る
。
」
と
Q
そ
こ
で
は
パ
ウ
ロ
の
「
我
生
け
る
に
非
ず
、
キ
リ
ス
ト
我
に
於
て
生
き
る
な
り
。
」
も
超
え
ら
れ
て
み
る
。
即
ち
こ
の
パ

　
　
　
無
　
の
　
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
無
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

ウ
ロ
の
立
網
で
は
無
我
が
紳
の
働
き
の
場
所
と
し
て
紳
に
封
し
て
み
る
か
ら
で
あ
る
。
・
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
合
、
紳
は
人
に
封
し
て

あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
紳
自
燈
と
し
て
自
ら
を
現
は
す
。
然
ら
ば
こ
の
場
合
一
…
盤
、
人
は
ど
う
な
る
の
で
あ
る
か
。
浩
え
て
な
く
な

る
の
か
。

　
否
、
紳
が
紳
．
自
髄
と
な
る
こ
と
が
、
實
は
人
が
純
粋
に
自
己
自
身
、
現
實
が
純
樺
に
現
實
自
燈
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
紳
が

神
の
働
き
の
場
所
と
な
る
こ
と
は
、
人
が
人
の
働
き
の
場
所
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
却
っ
て
人
は
主
調
的
に
自
己
自
身
を

そ
の
根
源
か
ら
生
き
る
こ
と
に
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
Q
何
故
で
あ
る
か
。

　
「
精
瀞
は
一
切
の
数
を
超
宜
一
切
の
多
を
突
破
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
精
神
は
紳
に
よ
つ
て
突
破
さ
れ
る
。
か
く
紳
が

私
を
突
破
す
る
に
從
っ
て
、
私
も
ま
た
紳
を
突
破
す
る
。
紳
は
こ
の
精
工
を
紳
の
沙
漠
の
中
へ
、
紳
自
盟
の
同
一
性
の
中
へ
導
く
っ

：
：
」
（
勺
h
‘
ω
b
器
）
「
汝
が
神
に
よ
っ
て
汝
自
身
か
ら
全
く
脱
出
す
る
な
ら
ば
、
紳
は
汝
に
よ
り
て
彼
自
身
か
ら
全
く
脆
出
し
給

ふ
。
こ
の
豪
者
が
共
に
脆
出
す
る
時
、
そ
こ
に
あ
る
は
た
だ
説
く
一
な
る
一
指
で
あ
る
Q
こ
の
一
者
に
於
て
、
父
は
そ
の
最
も
内
奥

の
源
泉
に
於
て
御
子
を
生
み
給
ふ
。
」
（
勺
h
こ
　
ω
●
0
①
I
O
刈
）

　
精
紳
の
貧
に
於
て
紳
は
．
簸
を
突
破
し
て
自
ら
を
現
威
す
る
。
即
ち
「
簸
に
於
け
る
紳
の
誕
生
」
で
あ
る
。
併
し
神
が
璽
の
根
抵
を

突
破
す
る
時
、
叉
同
時
に
．
簸
は
神
を
突
破
し
て
自
ら
を
生
き
る
。
こ
の
時
簸
は
純
粋
に
畏
し
く
な
っ
て
一
切
よ
り
脱
却
し
、
紳
さ
へ

も
脆
召
し
た
無
の
世
界
へ
、
紳
性
の
沙
漠
に
生
き
る
。
・
彼
は
云
ふ
「
私
は
そ
れ
故
に
紳
が
私
を
し
て
瀞
を
室
ぜ
し
め
る
檬
に
紳
に
願

幽
瞳
州
℃
♂
ψ
b
。
◎
。
Q
。
）
と
。
無
は
一
切
の
關
は
り
、
否
、
紳
へ
の
關
は
レ
さ
へ
自
由
に
な
っ
た
最
も
自
主
的
な
生
の
根
抵
で
あ
る
Q
自

已
に
と
っ
て
最
も
自
己
自
身
な
る
無
効
の
根
祇
で
あ
る
。
　
「
紳
の
根
抵
は
私
の
根
祇
、
私
の
根
祇
は
帥
の
根
祇
で
あ
る
。
こ
こ
に
於



て
紳
が
紳
自
身
よ
り
生
き
給
ふ
如
く
私
は
私
自
身
よ
り
生
き
る
。
L
（
℃
h
・
ψ
①
o
）
と
。
　
こ
こ
で
は
榊
の
根
抵
－
紳
性
の
無
一
と
人
の

根
抵
と
を
等
し
く
す
る
Q
さ
れ
ば
瀞
が
簸
を
突
破
し
て
、
．
無
の
根
抵
に
最
も
純
料
に
榊
自
膿
と
し
て
あ
る
時
、
人
は
無
の
根
抵
に
最

も
自
主
的
に
自
己
自
身
を
生
き
る
の
で
あ
る
。
無
に
於
て
の
み
、
紳
よ
り
の
．
簸
の
突
破
、
璽
に
よ
る
神
の
突
破
、
そ
れ
が
實
は
主
髄

的
に
一
で
あ
り
、
紳
が
紳
の
場
で
紳
の
行
を
行
じ
る
こ
と
が
、
私
が
私
の
場
で
私
の
行
を
行
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

於
て
の
み
爾
者
は
純
粋
に
一
た
り
得
、
紳
も
入
も
自
主
的
に
そ
れ
自
身
を
生
き
得
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
主
居
常
根
源
的
一
を
彼
は

「
全
き
一
な
る
一
者
」
と
言
ひ
、
そ
れ
は
「
自
己
自
身
よ
り
も
よ
り
一
」
な
り
と
も
言
っ
て
み
る
。
　
「
鰻
の
閃
光
は
そ
の
本
質
が
何

虞
か
ら
馨
る
か
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
。
そ
れ
は
純
一
な
る
根
抵
へ
、
静
寂
な
る
沙
漠
へ
入
ら
う
と
欲
す
る
。
そ
の
沙
漠
へ
は
如
何
な

る
．
差
別
的
な
る
も
の
．
も
、
父
・
子
・
聖
．
簸
も
決
し
て
覗
き
入
る
こ
と
が
な
い
Q
何
物
も
留
ま
る
こ
と
の
な
い
最
内
奥
の
う
ち
で
こ
め

光
は
滞
足
す
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
そ
れ
は
自
己
自
身
に
於
て
よ
り
も
よ
り
一
で
あ
る
。
」
（
℃
h
こ
　
ω
．
H
O
恥
）

　
紳
と
人
と
の
純
な
る
一
、
眞
に
主
膿
的
に
し
て
自
主
的
な
一
は
、
何
物
に
も
障
へ
ら
れ
な
い
絶
封
の
愛
翫
－
無
一
の
世
．
界
に
於
て

の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
神
を
も
超
え
た
神
性
の
無
こ
そ
私
の
生
の
根
源
で
あ
り
、
又
紳
の
根
抵
に
外
な
ら
な
い
。

　
填
て
、
先
主
の
如
く
（
本
論
四
＋
五
頁
）
紳
の
働
き
の
場
所
で
あ
る
こ
と
す
ら
超
え
た
難
の
霊
化
は
、
紳
の
全
き
働
き
の
現
は
れ
、

紳
の
全
き
混
晶
を
意
味
す
る
。
併
し
か
く
無
化
さ
れ
た
璽
は
絶
封
の
選
討
に
煮
て
、
一
切
を
無
化
し
、
却
っ
て
榊
す
ら
も
無
化
し
て
、

凡
て
を
睨
却
し
た
主
禮
、
嬢
ひ
と
り
と
な
っ
て
生
き
る
。
帥
ち
こ
こ
で
は
神
を
も
無
化
し
、
神
を
も
超
え
て
、
鰻
靴
型
人
間
玉
髄
に
生

意
る
こ
と
が
、
却
っ
て
最
も
神
に
生
き
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
と
言
ふ
逆
詮
と
な
っ
て
現
は
れ
る
。
故
に
榊
が
神
の
働
き
に
徹
す
る
こ

と
が
、
人
問
が
人
聞
の
働
き
に
徹
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
く
て
無
に
於
て
、
紳
と
人
と
は
純
粋
に
二
で
あ
る
と
共
に
絶
封
の
デ
で
．
あ

　
　
　
無
　
の
　
問
　
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
無
　
の
　
問
　
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

る
。
師
ち
無
は
一
切
を
脆
却
し
た
絶
封
の
主
膿
で
あ
る
と
共
に
、
紳
と
人
と
の
二
の
世
界
、
逆
封
鷹
の
世
界
が
一
で
あ
る
と
言
ふ
辮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ヨ
　

誰
．
法
的
構
燈
を
持
つ
と
言
ひ
得
る
の
で
あ
る
Q

　
（
説
1
）
　
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
創
造
主
と
被
造
物
の
封
立
を
超
え
ん
と
す
る
宗
教
体
験
は
シ
ュ
ル
ツ
ェ
ー
マ
イ
ツ
ィ
ー
ル
も
本
文
を
引
用
し
「
成
熟
し

　
　
　
　
た
宗
教
心
の
熱
烈
な
願
望
で
あ
る
」
（
勾
．
ω
O
ゴ
ユ
N
？
】
≦
践
N
凶
。
さ
】
≦
。
国
O
奔
げ
p
冨
ω
α
0
9
の
O
ゴ
。
℃
『
①
血
凶
o
q
け
O
謬
億
．
目
「
暫
壁
皿
9
⇔
0
5
℃
卜
0
9
償
鵠
。
、
ω
●

　
　
　
　
鱒
刈
）
と
云
っ
て
み
る
が
、
紳
と
入
の
錆
立
を
超
え
た
彼
岸
に
無
の
世
界
、
　
一
の
世
界
を
見
る
こ
と
は
、
高
次
な
宗
教
髄
駒
の
成
立
の
幕
盤
を

　
　
　
　
な
す
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
某
．
盤
と
し
た
西
洋
思
想
と
し
て
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
東
洋
で
は
特
に
佛
教
は
古
來

　
　
　
　
か
か
る
所
に
そ
の
思
想
の
基
盤
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。

　
（
註
2
）
　
国
簿
O
O
犀
ヨ
漏
出
5
ω
は
そ
の
著
国
O
昇
ゴ
暫
箒
（
日
3
㎝
）
に
於
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
哲
學
は
そ
の
序
盤
を
「
壌
に
於
け
る
神
の
誕
生
」
に
あ
る

　
　
　
　
と
し
、
そ
の
辮
讃
法
的
性
質
を
強
調
し
て
み
る
。

　
以
上
の
如
く
無
は
神
を
も
超
え
た
世
界
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
恩
寵
を
も
超
え
た
世
界
な
る
こ
と
を
意
昧
す
る
Q
前
述
の
紳

の
働
き
の
場
所
で
あ
る
こ
と
す
ら
超
え
た
鰻
の
無
化
は
、
神
の
全
き
働
き
の
現
は
れ
で
あ
り
、
託
っ
て
紳
の
恩
寵
に
外
な
ら
な
い
。

併
し
最
高
の
恩
寵
は
恩
寵
自
ら
と
な
り
、
恩
寵
を
も
超
え
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
Q

　
「
盤
が
恩
龍
の
う
ち
に
あ
る
間
は
璽
は
樹
小
さ
い
Q
嬢
は
い
っ
か
は
恩
寵
の
う
ち
で
上
り
行
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
恩
寵
は
簸
を
抑

へ
つ
け
た
の
で
な
い
故
に
、
簸
は
恩
寵
の
う
ち
に
上
り
行
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
盤
は
完
成
さ
れ
て
恩
寵
の
上
に
出
る
」
（
℃
炉
ψ

δ
甲
ぱ
O
）
蓋
．
し
無
化
さ
れ
た
嬢
は
一
切
を
無
化
し
、
紳
を
も
無
化
し
て
、
何
も
の
に
も
障
へ
ら
れ
な
い
絶
封
に
自
由
な
男
工
．
と
し
て

生
き
る
Q
即
ち
神
を
無
化
し
、
紳
を
超
え
る
こ
と
が
、
最
も
完
全
に
神
に
生
き
る
こ
と
に
外
な
ら
滋
と
す
れ
ぽ
、
瀞
を
超
え
、
紳
の

恩
寵
を
も
超
え
る
こ
と
が
最
高
の
恩
寵
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
無
は
神
を
超
え
る
と
共
に
恩
寵
を
も
超
え
た
世
界
な
る
所
に
そ



の
性
格
が
あ
る
。

　
次
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
は
軍
な
る
消
極
的
虚
無
乃
至
は
神
秘
的
悦
惚
の
世
界
で
は
な
く
し
て
、
却
っ
て
積
極
的
現
實
の
世
界
、

能
動
的
人
間
の
世
界
で
あ
る
。
普
通
神
秘
・
王
義
は
神
と
の
合
一
、
神
秘
的
黒
蝿
の
境
を
至
上
の
立
場
と
す
る
Q
然
る
に
そ
れ
は
末
だ

紳
に
執
は
れ
た
世
界
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
か
か
る
紳
へ
の
執
は
れ
は
更
に
突
破
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
る
に
神
へ
の
執
は

れ
を
も
超
え
た
無
の
世
界
は
、
前
述
の
如
く
、
紳
が
紳
自
農
、
霧
（
人
間
）
が
鰻
自
膿
と
し
て
そ
れ
自
身
を
生
き
る
世
界
で
あ
り
、

現
實
が
現
實
自
邸
と
し
て
却
っ
て
手
傷
底
に
徹
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
無
は
箪
な
る
神
秘
的
悦
惚
や
、
エ
ク
ス

タ
シ
ス
を
も
超
え
た
絶
樹
現
實
、
人
間
的
實
践
と
し
て
現
は
れ
る
。

　
「
私
が
他
に
於
て
も
叉
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
假
り
に
誰
か
が
、
嘗
て
聖
パ
ウ
ロ
が
あ
っ
た
様
な
胱
惚
の
状
態
に
あ
っ
て
、
然

も
あ
る
病
人
が
一
杯
の
ス
ー
プ
を
自
分
に
求
め
て
み
る
こ
と
を
知
っ
た
時
、
若
し
君
が
愛
と
早
薬
か
ら
去
っ
て
、
よ
り
一
撃
大
き
な

愛
の
申
に
、
渇
え
て
み
る
者
に
奉
仕
す
る
な
ら
、
私
は
遙
か
に
そ
の
方
が
よ
い
と
思
ふ
。
」
（
用
ワ
臣
こ
　
ω
・
　
σ
α
ω
）

　
エ
ッ
ク
ハ
ル
｝
の
無
は
宗
教
的
實
践
即
現
實
的
賢
践
、
宗
教
即
現
当
ハ
な
る
所
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
脚
ち
最
も
紳
的
で
あ
る
こ
と

が
、
却
っ
て
紳
的
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
現
金
事
々
と
し
て
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
り
、
紳
と
の
一
が
深
ま
れ
ば
深
ま
る
程
、
絶
封
に

人
間
と
し
て
自
主
的
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
の
極
が
毒
煙
の
極
で
あ
る
。
か
く
て
紳
的
世
界
を
超
え
た
絶
樹
現
實
の
世
界
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

却
っ
て
最
も
深
き
宗
教
的
世
界
を
み
る
所
に
、
彼
の
無
の
世
界
の
一
つ
の
特
質
が
あ
る
。

　
大
燈
國
師
の
偶
に

　
　
簾
蛎
構
．
蹴
．
．
晦
撮
㌶
鷹
辮

　
　
　
無
　
の
　
問
　
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
無
　
の
　
聞
　
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
載
鵬
構
．
粒
．
，
㎎
鵜
耀
准
講

と
云
は
れ
て
る
る
が
、
田
邊
博
土
が
「
膵
は
ふ
つ
う
に
よ
く
い
は
れ
る
如
く
に
い
は
ゆ
る
紳
秘
主
義
と
は
根
本
的
に
違
ふ
と
こ
ろ
が

あ
る
。
な
る
ほ
ど
絶
封
と
粕
封
と
の
不
可
分
離
を
軍
ん
ず
る
黙
で
は
漁
者
相
一
致
す
る
と
申
し
て
よ
い
。
し
か
し
西
洋
の
紳
秘
主
義

に
は
、
弾
に
於
け
る
如
く
且
々
他
と
か
億
劫
に
相
別
れ
る
と
か
い
ふ
や
う
な
矛
盾
封
立
が
は
っ
き
り
自
畳
さ
れ
て
を
ら
ぬ
。
そ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

め
に
相
野
と
絶
樹
と
直
接
に
合
一
し
神
と
入
と
融
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
　
と
言
は
れ
て
る
る
如
く
、
所
謂
神
秘
主
義
の
多
く
は
紳

と
の
神
秘
的
融
合
や
エ
ク
シ
ス
タ
シ
ス
を
読
き
、
写
影
性
や
現
認
性
が
消
失
す
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。
併
し
エ
ッ
ハ
ル
玉
に
は

封
立
性
、
現
實
性
が
西
洋
の
紳
秘
主
義
に
於
て
は
最
も
顯
著
に
あ
ら
は
れ
て
居
り
、
こ
の
黙
が
彼
の
紳
秘
・
王
義
の
一
つ
の
特
色
を
な

す
の
で
あ
る
。

　
（
註
1
）
　
こ
れ
は
縄
の
「
佛
に
逢
っ
て
は
佛
を
殺
し
、
祀
に
逢
っ
て
は
祖
を
殺
し
」
、
「
有
畜
の
慮
に
住
せ
ず
」
し
て
「
茶
に
遇
っ
て
は
茶
を
喫
し
、

　
　
　
飲
に
遇
っ
て
は
飯
を
喫
す
る
」
世
界
、
「
李
常
会
こ
れ
道
」
の
世
界
に
通
ず
る
と
思
は
れ
る
。

　
（
註
2
）
　
田
邊
元
署
、
哲
學
入
門
宗
教
哲
學
百
頁
。

　
次
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
は
動
脚
静
な
る
絶
塵
の
主
宰
で
あ
る
。
沸
よ
り
の
嬢
の
突
破
、
嬢
よ
り
の
紳
の
突
破
、
そ
れ
が
實
は
無

を
基
盤
と
し
て
繊
密
的
に
一
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
。
紳
と
人
と
の
蓮
封
慮
の
働
き
が
同
時
に
一
で
あ
る
と
言
ふ
辮
護
法
が
、
私
に
於

て
行
は
れ
て
る
る
と
言
ふ
こ
と
、
そ
れ
は
物
神
よ
り
の
流
出
、
神
へ
の
還
録
の
運
動
が
神
性
の
無
に
穿
て
行
は
れ
て
る
る
と
言
ふ
こ

と
で
も
あ
る
Q
無
と
は
賢
に
「
私
よ
り
も
よ
り
一
」
な
る
絶
封
の
主
睡
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
然
る
に
何
故
に
凡
て
の
被
造
物
は
忙
々
に
つ
い
て
語
ら
な
い
の
か
Q
神
性
の
う
ち
に
あ
る
も
の
一
切
は
一
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ



い
て
は
語
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
紳
の
み
が
行
じ
神
性
は
行
じ
な
い
。
神
性
は
行
ず
べ
き
何
物
を
も
も
た
ず
、
そ
の
う
ち
に
は
如
何

な
る
行
も
な
い
。
そ
れ
は
如
何
な
る
行
を
な
さ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
神
と
毒
性
と
は
行
と
不
行
と
言
ふ
相
違
を
有
し
て
み
る
。
」

（
℃
h
こ
ω
・
μ
Q
Q
目
）

　
榊
性
そ
の
も
の
は
絶
封
の
静
で
あ
り
、
そ
れ
自
粛
に
は
如
何
な
る
生
成
も
な
い
。
嬢
も
そ
こ
よ
り
出
て
、
そ
こ
に
還
り
、
紳
も
そ

こ
に
於
て
韓
化
す
る
。
三
一
紳
も
そ
こ
に
重
て
あ
る
。
即
ち
創
翻
身
も
被
造
物
も
そ
こ
に
重
て
は
じ
め
て
創
造
主
た
り
得
、
被
造
物

と
な
り
得
る
。
コ
切
の
被
造
物
が
神
を
語
る
時
、
神
は
生
威
す
る
。
L
（
℃
炉
ψ
μ
Q
。
H
）
一
切
が
語
ら
れ
な
い
（
一
切
が
創
造
さ
れ
な
い
）

歯
性
に
は
、
一
切
の
被
造
物
も
な
く
、
紳
す
ら
な
い
沙
漠
で
あ
り
、
無
で
あ
る
。
無
一
物
の
絶
封
静
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
ス
コ
ト

ウ
ス
・
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
が
自
然
を

　
一
、
創
造
し
て
創
造
さ
れ
ぬ
世
界
（
碑
）

　
二
、
創
造
さ
れ
て
創
造
す
る
世
界
（
人
間
）

　
三
、
創
造
さ
れ
て
創
造
し
な
い
世
界
（
被
造
物
）

　
四
、
創
造
も
せ
ず
創
造
も
さ
れ
な
い
世
界
（
申
一
殖
）

の
四
つ
に
分
け
た
が
、
そ
の
第
四
の
自
然
に
あ
て
は
ま
る
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
撃
ち
そ
れ
は
不
生
で
あ
り
不
滅
で
あ
る
。
か
く
て
彼

　
　
　
　
　
（
註
－
）

の
無
と
は
動
自
髄
が
そ
の
ま
ま
絶
封
の
寂
灘
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
法
身
は
無
相
な
り
。
無
相
の
故
に
能
く
相
な
ら
ざ
る
こ

と
無
と
（
教
行
信
諮
、
澄
巷
十
三
丁
）
の
懸
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
蘇
る
整
よ
く
一
切
有
た
り
。
欝
を
超
え
た
轟
な
る
故
、
よ
く

一
切
動
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
簸
の
流
出
還
聾
、
神
の
展
開
が
そ
の
ま
ま
何
も
起
ら
な
い
絶
封
の
静
で
あ
る
。
こ
の
無
を
基
盤
と
し

　
　
　
無
　
の
　
問
　
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
無
　
の
　
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

た
行
は
不
行
の
行
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
の
無
に
し
て
行
ず
る
冨
象
m
q
ζ
o
げ
N
ζ
＆
鱒
9
世
界
、
何
故
な
し
。
げ
ロ
。
零
葦
手
日
　
に
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

き
る
世
界
に
外
な
ら
ぬ
と
言
ひ
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
度
無
所
度
の
義
、
韮
薩
衆
生
を
観
ず
る
に
畢
直
し
て
所
有
無
し
。
無
量

の
衆
生
を
度
す
と
讐
、
窪
一
衆
生
と
し
て
婆
葎
・
も
の
な
し
。
度
衆
生
を
示
す
・
と
叢
す
る
が
如
・
。
」
（
懇
羅
性

僚
額
響
講
信
）
を
難
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。
・
の
謙
翻
、
行
嚢
行
が
無
の
奪
あ
り
、
「
永
遠
暑
き
出
る
私
の

生
」
の
根
源
で
あ
る
。
そ
れ
が
又
紳
の
根
抵
で
あ
る
。
か
か
る
神
と
入
と
の
根
抵
と
し
て
の
動
邸
欝
、
三
曹
不
行
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

の
無
の
姿
で
あ
る
。

　
（
註
1
）
菩
通
云
ふ
動
と
艀
と
は
六
芸
性
の
立
場
に
於
て
の
み
云
へ
る
の
で
あ
っ
て
、
無
碍
的
な
も
の
と
は
決
し
て
云
え
な
い
。
物
理
的
常
識
的
な

　
　
　
　
意
味
で
の
絶
封
の
静
と
云
ふ
も
の
は
こ
の
世
に
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
絶
封
静
と
は
動
に
徹
し
、
出
自
髄
で
あ
る
時
、
艀
封
動
と
云
ふ
相

　
　
　
　
対
性
を
超
え
た
絶
封
艀
が
現
は
れ
る
。
そ
れ
は
流
れ
と
共
に
流
れ
て
、
流
れ
を
超
え
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
（
註
2
）
　
佛
教
で
は
か
か
る
我
が
空
ぜ
ら
れ
一
切
が
空
ぜ
ら
れ
た
無
の
行
を
遊
戯
と
も
云
ふ
。
か
か
る
菩
薩
の
行
に
通
ず
る
も
の
が
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト

　
　
　
　
に
見
ら
れ
る
と
思
は
れ
る
。
併
し
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
慨
惚
の
世
界
で
は
な
く
し
て
、
前
述
の
如
く
絶
封
現
・
賃
の
世
界
に
外
な
ら
な
い
。

　
以
上
に
よ
っ
て
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
思
想
が
佛
教
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
察
す
る
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
唯
エ
ッ
ク
ハ

ル
ト
が
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
し
て
み
る
黙
、
創
造
主
と
被
造
物
と
の
他
者
性
、
二
元
性
が
出
磯
黙
を
な
し
て
居
り
、
そ
こ
に
、
衆
生

本
寺
の
面
目
が
佛
で
あ
り
一
切
衆
生
悉
有
早
薬
な
る
一
如
性
を
基
盤
と
す
る
佛
教
と
は
、
そ
の
出
畿
黙
を
異
に
す
る
。
凡
そ
東
洋
思

想
は
そ
の
威
信
の
基
盤
を
神
と
人
と
の
封
立
を
超
え
た
一
に
も
ち
、
特
に
佛
教
は
一
如
性
の
最
も
徹
底
し
た
思
想
で
あ
る
。
そ
の
貼
、

二
よ
り
出
獲
す
る
キ
リ
ス
ト
教
及
西
洋
思
想
に
は
、
一
．
と
云
っ
て
も
佛
教
の
如
く
徹
底
し
た
一
は
見
出
し
難
い
。
併
し
エ
ッ
ク
ハ
ル



ト
に
於
て
は
需
巫
が
神
を
突
破
す
る
こ
と
に
於
て
紳
性
の
無
に
達
し
、
一
の
世
界
、
無
の
世
界
に
到
っ
て
み
る
所
、
西
洋
思
想
野
土
も

佛
教
の
立
場
に
近
い
も
の
を
持
っ
て
る
る
。
た
だ
田
無
博
士
も
佛
教
が
一
如
性
の
徹
底
の
反
面
、
　
「
や
や
も
す
れ
ぽ
無
媒
介
な
帥
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

的
同
一
性
に
顛
落
す
る
危
瞼
性
を
製
す
る
」
こ
と
を
蓮
べ
て
る
ら
れ
る
。
勿
論
佛
教
は
前
述
の
如
く
暇
な
る
一
で
は
決
し
て
な
く

「
億
劫
に
相
別
れ
る
」
と
か
「
柳
は
緑
に
花
は
紅
」
と
云
ふ
如
き
脚
立
相
、
差
別
相
が
彊
調
さ
れ
て
る
る
が
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教

思
想
が
あ
く
ま
で
二
の
世
界
を
基
盤
と
す
る
の
に
封
し
、
一
の
世
界
を
基
盤
と
す
る
赦
、
そ
の
所
を
誤
れ
ば
そ
の
危
険
性
な
し
と
は

言
へ
ぬ
で
あ
ら
う
。
さ
れ
ぽ
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
佛
教
も
一
を
主
張
し
、
無
を
あ
ら
は
に
し
て
み
る
が
、
何
れ
か
と
云
へ
ぽ
前
者
は
同

じ
無
に
で
も
封
立
の
面
が
、
後
者
は
一
の
面
が
そ
の
重
味
を
な
し
て
み
る
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ
な
い
。
こ
れ
は
そ
の
思
想
成
立
の
基

盤
と
出
帆
黙
が
違
ふ
所
、
止
む
を
得
な
い
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
前
者
が
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
創
造
主
と
被
造
物
と
の
二
の
世

界
よ
り
一
の
世
界
へ
向
は
ん
と
す
る
に
封
し
て
、
佛
教
は
一
如
性
が
基
盤
と
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
二
の
世
界
、
多
の
世
界
が
論

ぜ
ら
れ
て
る
る
所
、
そ
の
方
向
を
異
に
す
る
Q
そ
の
黙
、
爾
者
は
根
本
的
な
相
違
黙
を
有
す
る
と
も
言
へ
る
。
併
し
そ
の
方
向
を
異

に
し
な
が
ら
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
所
に
却
っ
て
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
尚
キ
リ
ス
ト
教
思
想
、
恩
寵
の
思
想
よ
り
出
塾
し
て
み
る
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
教
に
は
他
力
教
の
要
素
を
含
み
、
又
別
の
意
味
に
於

て
佛
教
に
於
け
る
他
力
門
の
立
場
と
も
通
ず
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
凡
そ
宗
教
に
は
神
を
髪
上
他
者
的
に
見
る
立
場
と
絶
封
自
重
的

に
見
る
立
場
、
佛
教
で
言
へ
ぽ
浮
土
門
と
聖
道
門
の
二
つ
に
大
別
が
出
來
る
。
こ
の
爾
者
の
關
係
は
宗
教
に
於
け
る
最
も
重
要
な
問

題
の
一
つ
で
あ
ら
う
Q
思
量
者
を
自
者
的
に
見
る
極
の
一
つ
は
例
へ
ぽ
騨
の
立
場
で
あ
り
、
他
者
と
見
る
極
の
一
つ
は
現
代
で
は
バ

ル
ト
紳
學
の
立
場
で
あ
ら
う
。
併
し
多
く
は
爾
者
が
交
錯
的
或
は
混
合
的
に
な
っ
て
居
る
様
で
あ
る
Q
然
る
に
神
と
人
と
の
半
平
を

　
　
　
無
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
無
　
の
　
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

他
者
的
二
元
的
に
見
る
キ
リ
ス
ト
教
の
基
盤
に
あ
っ
て
、
自
者
的
、
一
如
性
の
立
場
に
入
ら
ん
と
す
る
一
つ
の
典
型
を
エ
ッ
ク
ハ
ル

ト
に
見
、
一
如
的
な
佛
教
の
基
盤
に
あ
っ
て
、
他
者
的
な
立
場
に
立
つ
一
つ
の
型
を
眞
宗
に
見
る
。
こ
の
爾
者
は
私
に
と
っ
て
問
題

の
黙
黙
で
あ
る
Q
何
故
聖
道
門
の
立
場
よ
り
浮
土
門
地
籍
が
現
は
れ
ね
ぽ
な
ら
な
か
っ
た
か
。
又
反
封
に
二
元
的
キ
リ
ス
ト
教
の
立

場
に
紳
秘
主
義
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
等
の
思
想
が
現
は
れ
る
に
至
っ
た
か
と
言
ふ
こ
と
も
考
へ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。

　
扱
て
眞
宗
は
表
面
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
り
、
特
に
バ
ル
ト
神
學
に
似
た
鮎
を
持
っ
て
る
る
。
併
し
眞
宗
は
佛
と
衆
生
と
の
他
者

性
、
二
元
性
を
出
獲
鮎
と
し
乍
ら
、
そ
の
立
脚
の
根
抵
は
通
患
教
の
「
一
切
衆
生
悉
有
男
性
」
の
一
如
性
の
基
盤
に
立
つ
。
そ
こ
に

バ
ル
ト
紳
學
や
一
般
の
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
と
根
源
的
に
異
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
眞
宗
は
佛
教
の
も
つ
一
如
性
の
立
場
を
基

盤
と
し
、
然
も
佛
教
の
や
ミ
も
す
れ
ぽ
驚
愕
す
る
樹
立
性
、
現
量
性
を
其
現
化
し
て
來
た
。
他
方
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
封
立
性
、
二
元

性
を
基
盤
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
に
立
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
訣
澄
す
る
一
如
性
を
實
現
し
て
來
た
貼
、
爾
者
は
全
く
逆
の
方
向
に
あ

り
、
從
っ
て
正
反
封
の
立
場
に
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
出
集
る
。
併
し
全
く
蓮
方
向
な
る
故
に
、
却
っ
て
相
交
錯
す
る
一
鮎
に
於
て
通

ず
る
黙
が
見
出
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
Q
爾
者
の
宗
教
膣
験
に
は
相
通
ず
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
共
に
、
特
に
私
に
と
っ
て
示
唆
さ

れ
る
も
の
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
例
へ
ぽ
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
嘗
て
人
が
紳
に
と
っ
て
の
固
有
な
場
所
に
な
り
、
そ
こ
で
神
が
紳
の
行
を
な
し
得
る
程
に
人
が
貧
し
く

受
動
的
に
な
る
こ
と
す
ら
街
徹
底
し
た
他
力
の
立
場
で
な
い
と
し
、
紳
が
人
の
う
ち
で
行
を
な
さ
ん
と
す
れ
ぽ
、
神
自
身
が
神
の
行

を
な
す
場
所
と
な
る
と
言
ふ
程
、
人
聞
の
自
力
性
が
全
く
室
ぜ
ら
れ
、
貧
し
く
な
る
に
至
る
こ
と
を
述
べ
て
み
る
。
（
前
述
）
。
こ
こ

に
聾
者
性
の
絶
封
否
定
、
他
者
性
の
極
黙
が
示
さ
れ
て
み
る
。
然
も
こ
こ
に
人
間
の
受
動
性
他
者
性
の
極
が
、
能
動
性
聾
者
…
性
に
轄



ず
る
所
の
契
機
乃
至
は
轄
換
鐵
が
見
ら
れ
る
。
前
述
の
如
く
こ
こ
で
は
神
が
紳
の
行
を
行
ず
る
こ
と
が
、
人
が
入
の
行
を
行
ず
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
強
ち
他
者
性
の
極
黙
が
自
塑
性
の
極
と
し
て
聾
者
が
一
と
な
っ
て
み
る
。
か
か
る
曲
者
性
へ
の
轄
換
は
眞

｛
示
で
は
語
ら
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
絶
封
他
力
と
言
ふ
こ
と
は
眞
宗
の
生
命
と
さ
れ
て
み
る
。

萌
に
知
ん
ぬ
。
誇
れ
凡
書
力
の
行
に
非
ず
、
故
に
不
廻
向
の
行
と
名
く
る
な
り
。
L
（
星
行
信
澄
行
巷
三
十
コ
口
「
着
れ
」
は
念
佛
を
指
す
）

　
「
か
る
が
ゆ
へ
に
、
い
ま
い
ふ
と
こ
ろ
の
念
佛
三
昧
と
い
ふ
は
、
わ
れ
ら
が
稽
禮
念
ず
れ
ど
も
、
自
の
行
に
あ
ら
ず
、
た
黛
こ

れ
、
阿
彌
陀
佛
の
行
を
行
ず
、
る
な
り
と
こ
エ
ろ
う
べ
し
。
：
・
：
・
た
塁
こ
れ
、
阿
彌
陀
佛
の
凡
夫
の
行
を
成
ぜ
し
と
こ
ろ
を
、
行
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

る
な
り
と
い
ふ
な
り
。
」
（
安
心
決
定
歯
黒
）
の
言
葉
に
も
一
網
の
相
通
ず
る
宗
教
雪
平
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

　
更
に
眞
宗
で
他
力
性
を
彊
調
す
る
が
、
そ
の
他
力
性
が
一
如
性
の
基
盤
に
立
脚
し
て
み
る
黙
は
、
例
へ
ぽ
、
「
大
信
心
は
佛
性
な

り
。
野
性
す
な
は
ち
如
平
な
か
」
（
親
鷺
、
湿
圭
利
讃
）
等
の
言
葉
に
現
は
さ
れ
て
み
る
。
か
か
る
一
如
性
は
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
於
て

は
随
所
に
表
明
さ
れ
て
み
る
。
例
へ
ぽ
「
私
の
生
が
紳
の
本
質
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
神
の
存
在
は
私
の
存
在
で
あ
り
、
紳
の
存
在
性
は

私
の
存
在
性
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
（
℃
炉
ψ
卜
。
宝
）
等
の
言
葉
に
於
け
る
が
如
き
で
あ
る
。
勿
論
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
場
含
眞
宗
の

そ
れ
の
如
き
で
は
な
く
、
一
如
性
が
顯
在
的
で
あ
り
、
聖
道
門
的
意
昧
に
近
い
も
の
が
あ
る
Q
但
し
そ
の
一
如
性
の
裏
面
に
、
佛
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鼓
3
）

の
聖
道
門
の
場
合
と
異
な
り
た
え
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
元
性
の
立
場
が
密
着
相
慨
し
て
み
る
所
は
、
眞
宗
が
他
者
性
、
二
元
性
の
立

場
に
あ
り
乍
ら
そ
の
根
抵
と
し
て
一
如
の
基
盤
に
立
脚
し
て
み
る
所
と
、
そ
の
方
向
は
全
く
逆
で
あ
る
が
相
照
慮
せ
ら
る
る
も
の
が

み
ら
う
。

　
以
上
の
如
く
眞
宗
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
は
そ
の
方
向
を
逆
に
す
る
。
然
る
に
蓮
な
る
が
故
に
却
っ
て
通
ず
る
霜
が
あ
る
Q
蓋
し
眞
理

　
　
　
無
　
の
　
問
　
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
無
の
問
顧
［
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

の
姿
は
封
立
発
現
賢
性
が
一
如
性
を
基
盤
と
し
、
一
如
性
が
茎
立
性
現
實
性
を
離
れ
な
い
所
に
あ
る
。
即
ち
樹
立
…
性
現
實
性
と
一
如

性
と
が
一
で
あ
る
所
に
貫
實
性
が
あ
る
Q
こ
の
眞
理
實
現
の
二
つ
の
典
型
的
な
東
西
の
思
想
i
そ
れ
は
全
く
逆
方
向
に
あ
る
が
一
と

し
て
、
眞
宗
と
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
立
場
と
を
こ
こ
に
見
る
の
で
あ
る
。

（
註
1
）
　
繊
悔
道
の
哲
學
二
百
二
頁
、
哲
學
入
門
宗
教
哲
學
百
二
十
一
頁
。

（
註
2
）
　
曾
我
量
深
氏
は
「
救
濟
の
信
仰
と
自
白
」
に
、
念
佛
に
託
て
左
の
如
く
違
べ
ら
れ
て
る
る
。

　
　
　
「
大
無
量
礒
経
の
始
め
の
序
交
の
中
に
於
て
∵
：
『
去
曲
輪
の
佛
、
佛
と
佛
と
相
念
じ
た
へ
り
。
今
の
佛
も
、
諸
佛
を
念
じ
給
ふ
こ
と
無
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ト
ト
ジ
タ
マ
ヘ
リ

　
　
　
を
得
ん
や
。
：
：
』
：
：
と
書
い
て
あ
る
。
：
：
曲
事
現
佛
、
佛
々
粗
土
、
　
そ
こ
か
ら
漂
土
の
二
念
佛
の
道
は
生
れ
た
の
で
訪
り
ま
す
。

　
　
　
．
凡
夫
爲
本
の
浮
土
教
典
に
こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
り
、
又
念
佛
の
根
本
義
が
か
か
る
所
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
我
々
の
驚
嘆
に
堪
え
ぬ
と

　
　
　
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
三
世
の
佛
が
佛
2
佛
と
相
念
じ
給
ふ
と
い
ふ
、
こ
れ
が
念
佛
の
根
本
義
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
去
來
現
の
佛
、
佛
佛
相

　
　
　
念
ず
と
遵
ふ
。
こ
の
佛
が
佛
を
念
ず
る
。
念
ず
る
も
の
も
佛
で
、
念
ぜ
ら
る
る
も
の
も
佛
で
あ
る
。
能
所
一
燈
で
あ
る
。
唯
佛
與
佛
の
世
界

　
　
　
で
あ
る
。
：
：
佛
と
佛
と
が
相
念
ず
る
境
地
を
念
佛
の
世
界
、
眞
質
念
佛
三
昧
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
而
し
て
薄
々
湘
念
ず
る
所
に
名
號

　
　
　
が
あ
る
。
・
：
・
だ
か
ら
南
無
阿
彌
陀
佛
を
眞
實
に
唱
ふ
る
主
筆
は
佛
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
個
々
の
衆
生
が
南
無
阿
彌
陀
佛
と
唱
ふ
る

　
　
　
の
で
は
な
い
。
　
此
を
諸
佛
の
蒲
扇
と
云
ふ
。
眞
貴
の
南
無
阿
彌
陀
佛
は
つ
准
に
諸
佛
の
手
に
あ
る
。
　
大
無
量
壽
紹
は
こ
れ
か
ら
開
け
て
ゐ

　　

@
・
某
囎
議
論
囎
磯
春
寒
）
念
望
・
機
竺
讐
念
佛
・
あ
・
が
、
・
れ
讐
擁
・
佛
・
行
を
行
芸
れ
・
み
ゑ
心
佛
・
あ

　
　
　
る
こ
と
が
こ
こ
に
現
は
さ
れ
て
み
る
。

（
註
3
）
　
キ
リ
ス
ト
敏
に
於
て
は
憩
と
入
、
創
造
主
と
被
造
物
の
封
立
性
、
覆
鉢
性
は
絶
封
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
が
稗
に
な
る
こ
と
（
佛
教
の
成

　
　
　
佛
）
等
は
言
は
れ
な
い
。
こ
れ
に
心
し
、
佛
教
で
は
一
切
衆
生
悉
有
佛
牲
と
か
本
來
の
面
目
が
佛
で
あ
る
と
か
言
は
れ
、
　
一
如
性
を
基
盤
と

　
　
　
す
る
。
さ
れ
ば
浮
土
門
、
置
　
宗
に
於
て
も
成
佛
と
言
ふ
こ
と
が
根
本
目
的
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



拙
著
、
哲
學
と
宗
敏
及
科
學
（
三
和
書
房
）
三
十
二
頁
参
照
。

　
以
上
佛
教
と
比
較
し
て
述
べ
て
來
た
が
、
要
す
る
に
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の
無
は
、
一
切
を
室
じ
、
紳
を
も
超
え
た
室
の
世
界
で
あ
る

と
共
に
、
又
神
と
人
と
の
一
を
成
立
せ
し
め
る
無
底
の
根
抵
、
生
の
根
抵
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
の
恩
寵
に
よ
る
世
界
で
あ
る
と
共

に
、
恩
籠
を
超
え
、
紳
を
も
超
え
た
全
く
自
由
な
絶
封
の
主
膿
で
あ
る
Q
宗
教
を
も
超
え
た
絶
封
里
勝
の
中
に
、
却
っ
て
最
も
深
き

宗
教
を
見
出
し
得
る
世
界
で
あ
り
、
動
封
静
の
相
場
性
を
超
え
て
こ
れ
を
威
立
せ
し
め
る
絶
世
の
寂
静
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
學
助
教
授
　
哲
學
）

無
　
の
　
問
　
題

五
七


