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森
羅
万
象

の
悉
く
は
日
進
月
歩
の
途
を
た
ど

っ
て
お
る
に
相
違
な
い
。
だ
か
ら
、
わ
が
国

の
古
文
書
学
界
と
難
も
、
昨
日
と
今
日

こ
の
間
に
は
、
進
歩

の
差
が
あ
る
に

相
違
な

い
。

す
べ
て
の
も
の
は
、
進
歩
す
る
に
は
相
遠
な
い
が
、
馬

の
蹄
に
は
、
差
異
が
あ
る
と
見
え
て
、
足
歩
に
遅
速
が
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
否
む
こ
と
は
出
来
ま
い
。

わ
が
古
文
書
学
界

に
お
い
て
は
、
昔
と
今
と

の
間
に
、
ど
の
位

の
距
離
が
見
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、
悲
し
い
こ
と
な
が
ら
、
極

め
て
遅
々
た
る
進
歩
と
、
些

々
た
る
距

離
し
か
見
ら
れ
な

い
、
と
言
わ
ざ

る
を
得
ま
い
。

こ
れ
は
古
文
書
に
関
与

し
て
お
る
学
徒
が
、
努
力
精
進
し
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
く
、
古
文
書
学
界
そ

の
も
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
の
難
儀
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

二

今
更
ら
し
く
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
歴
史

の
学
問
が
、
近
時
、
長
足

の
進
歩
を
来
た
し
て
、
研
究

の
対
象
が
微

に
入
り
細

に
亘
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ

に
応
じ
て
、
研

究

の
方
法
が
極
め
て
科
学
的

に
な

っ
て
来

た
の
で
、
最
近
十
年
間

に
、
隔
世
の
進
展
を
見
す
る
に
到

っ
た
こ
と
は
、
慶
賀
す

べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
当
今
学
徒

の
精
進
努
力

の
成
果

は
多
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ

の
半
面
に
は
、
今
日
ま
で
の
歴
史
研
究
が
、
余
り
に
非
科
学
的
で
あ

っ
た
と
い
う
弱
点
が
、
遺
存

し
て
お
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
居
宣
長
等

の
提
唱
に
よ

っ
て
、
国
史

の
研
究
が
、
や
や
近
代
性
を
帯
び
、
あ
る
種

の
科
学
性
を
帯
び
た
こ
と
は
認
め
る
が
、
彼
等
の
歴
史
研
究
の
目
的
は
、
学
問
と
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し
て
の
歴
史
で
は
な
く
、
国
体
明
徴

と
で
も
い
う
べ
き
か
、
神
国
日
本

の
閾
明
と
で
も

い
う
べ
き
か
、
万
国
無
比
、
世
界

に
冠
た
る
国
史

の
構
成
を
考
証
す
る
と
い
う
こ

と
が
、
眼
目
で
あ

っ
た
。

一
種

の
国
家
宗
教
的
な
目
的
を
持

っ
て
の
、
国
史

の
研
究

で
あ

っ
た
。
そ
の
目
的

の
た
め
に
、
本
居

一
派
が
採
用
し
た
言
語
学
的
考
証
法
は
、

極
め
て
偉
と
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
罵
倒
し
ょ
う
と
は
思

い
は
せ
ぬ
し
、
そ
の
啓
蒙
的
な
学
究
に
は
敬
意
を
表
す
る
。

す
べ
て
の
物
事
は
、
長
所
が
同
時
に
短
所
で
あ
る
。
本
居

一
派
が
古
事
記
日
本
書
紀
古
語
拾
遺
を
神
典
と
し
て
仰
ぎ
、
そ

の

一
行

一
句
を
神
聖
視
し
て
、
神
国
の
姿
を

明
ら
か
に
し

ょ
う
と
し
た
こ
と
は
、
悉
な
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
書
紀
に
対
し
て
の
み
は
、
漢
意
が
多

い
か
ら
と
て
、

こ
れ
を
排
斥
し
た
が
、
そ
れ
に
反
し
て
、
古
事
記
を

絶
対
に
信
用
す
る
に
到

っ
た
思
想

の
流
れ
は
、
大
ま
か
に
言

つ
て
、
記
紀
万
葉
集
以
下

の
古
典
や
六
国
史

の
記
載
を
も

っ
て
、
本
当

の
歴
史
で
あ
る
と
信
愚
す
る
の
弊
を

生
じ
、
編
纂
さ
れ
た
史
書
な
る
も

の
が
、
ど

の
程
度
に
、
歴
史

の
真
相
を
伝
え
て
お
る
も

の
で
あ
る
か
を
、
疑
わ
ん
と
す
る
念

に
、
乏

し
い
結
果
を
見
せ
た
。

そ
れ
に
対
流
し
た
の
は
水
戸
光
囲
で
あ

っ
た
。

大
日
本
史
を
編
纂
す
る
た
め
に
、

諸
国
に
史
官
を
派

し
て
、

権
門
勢
家
神
社
仏
刹

の
古
文
書
を
渉
漁
し
た
の
で
あ

っ

た
。
そ
れ
に
並
ん
で
、
幕
府
儒
者
間

に
も
青
木
昆
陽

の
よ
う
に
、
江
戸
周
辺
の
古
文
書
を
探
訪
す
る
儒
者

の

一
群
が
あ

っ
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
江
戸

の
学
界

に
、
多
少
と
も

に
、
古
文
書
研
究

の
端
緒
が
兆
し
た
こ
と
は
、
わ
が
国

の
古
文
書
学
発
展
史

か
ら
言
え
ば
、
嬉
し
い
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
古
文
書
学

の
神
話
時
代
と
で

も
言
う
べ
き
も

の
が
あ

っ
た
。

そ
れ
と
は
別
に
、
室
町
時
代
末
期
か
ら
古
物
蒐
集

の
風
尚
が
生
じ
、
古
筆
を
観
賞
す
る
文
化
が
現
わ
れ
た
の
で
、
刀
剣
鑑
定

の
専
門
家
i

本
阿
弥
家
i

と
相
並
ん

で
、
古
筆
を
も
鑑
定
す
る
家
筋
が
生
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
元
禄
文
化
の
余
慶
を
浴
び
て
、
古
今

の
名
筆
を
蒐
め
た
手
鑑
な
る
も
の
が
流
行
し
、
高
層
文
化
人

の
間
に
愛

好
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
鑑
定
家

の
折
紙
が
、
も

の
を
言
う

こ
と
に
な

っ
た
。

そ
れ
は
古
文
書
学
発
達
史

の
上
に
お
い
て
は
、
大
き
な
事
件
で
あ

っ
た
が
、
古
文
書
学
界
に
果
し
た
功
罪

は
、
ど
う
で
あ

っ
た
ろ
う
か
、
を
反
省
す
る
と
き
、
古
文
書

観
賞

の
気
運
を
導
き
出
し
た
功
績
は
偉
大
で
あ

っ
た
が
、
古
文
書
学
の
発
達

の
た
め
に
胎
し
た
防
阻
害
毒
は
、
寧
ろ
大
き

い
も

の
で
あ

っ
た
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
何

と
な
れ
ば
、
古
筆
家

の
鑑
定
が
出
鱈
目
で
あ

っ
た
た
め
に
、
古
筆

「
琴
山
」

の
鑑
定
切
紙
が
、
骨
董
界
を
賑
わ
す
と
共

に
、
清
純
な
る
古
物
愛
好
者
を
、
泥
沼
に
陥
れ
た

こ
と
も
多

い
か
ら
で
あ
る
。
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四

明
治
中
期
に
な

っ
て
泰
西

の
学
風
が
わ
が
国
に
波
及
し
て
来
た
と
き

に
、
坪
井
九
馬
三
博
士
久
米
邦
武
博
士
た
ち
に
よ

っ
て
、
古
文
書
学
が
学
問
と
し
て
学
界

の
光
を

浴
び
た
こ
と
は
、
顧

み
れ
ば
実
に
大
き
な
飛
躍
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、

一
体
、
古
文
書
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も

の
を
言
う
の
か
。
古
文
書
と
記
録
と
は
、
ど

こ
が
違
う
の
か
。
ま
た
は
古
文
書
学
と
は
、
何
を
目
的
と
す
る
学
問
な

の
か
。
古
文
書

の
真
偽
を
鑑
定
す
る
も

の
か
。
そ
れ
と
も
正
確

に
読
破
す
る
た
め
の
も

の
か
。
読
破
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
か
で
歴
史

に
触
れ
る
も

の
な
の
か
。

そ
う
し
た
こ
と
の
定
義
と
か
範
囲
と
か
が
、
い
ま
な
お
、
明
瞭
に
な

っ
て
い
な
い
ほ
ど
、
古
文
書
学
は
原
始
的
な
状
態
か
ら
、

一
歩
も
前
進
し
て
い
な

い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
何

の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

五

近
時

の
嬉

し
き
特
色
は
、
学
問
が
各
般
各
層

に
普
及
し
た

こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
文
化
が
二
三
ケ
所

の
中
心
地
に
凝
集
す
る
の
弊
が
除

か
れ
て
、
文
化

の
地
方
分
散

が
考
慮
さ
れ
る
に
到

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
種

の
民
主
思
想
で
あ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
方
面

に
お
い
て
権
力
が
分
散
さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
故
に
学
者

の
分
布
図
を
描
い
て

見

て
も
、
都
会
と
地
方
と
の
間
に
現
わ
れ
た
疎
密
線
が
、
目
立
た
な
く
な

っ
て
来
た
。
学
問
が
地
方

に
も
栄
え
初
め
、
専
門
学
者
が
、
全
国
到
る
所

に
散
在
定
駐
す
る
よ

う

に
な

っ
た
。

古
文
書
学
研
究

の
必
要
が
、
今
日
ほ
ど
各
地
か
ら
絶
叫
さ
れ
た
こ
と
は
、
未
曾
有

で
あ
ろ
う
。
当

に
古
文
書
学
界

の
発
展
す
べ
き
機
運
で
あ
る
。
同
時
に
、
大

い
に
奮

起
す
べ
き
時
期
で
も
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
古
文
書
学
そ
の
も

の
の
進
歩

は
、
全
く
遅

々
と
し
て
お
恥
し
い
次
第
で
は
な
い
か
。
早

い
話
が
、

一
つ
の
花
押
を
見
て
、

こ
れ
が
誰

の
花
押
で
あ

ろ
う
か
を
、
探
し
出
す
字
引

(
案
内
書
と
で
も
言
う
べ
ぎ
か
)
さ
え
無

い
で
は
な
い
か
。
学
者
が
、

一
々
、
花
押
を
覚
え
て
お
る
か
、
多
年

の
訓
練

に
よ

っ
て
大
体

の
見

当
を

つ
け
て
、
探
し
当
て
る
か
、
す
る
よ
り
外
に
方
法
が
な
い
の
で
あ
る
。
敢

て
言
う
。

"多
年

の
訓
練

に
よ
る
"
と
。

こ
れ
は
学
問

の
た
め
に
は
、
権
威
あ
る
言
葉
か

も
知
れ
な
い
が
、
普
及

の
た
め
に
は
妨
げ

に
な
る
言
葉
で
、
同
時
に
こ
れ
ほ
ど
非
科
学
的
な
言
葉

は
あ
る
ま
い
。

古
文
書
学
の
難
儀
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古
文
書
学
進
歩

の
為

に
、
最
も
邪
魔

に
な

っ
て
お
る
こ
と
は
、
ま
だ
、
古
文
書
学
そ
の
も

の
の
定
義
と
目
的
と
が
明
瞭

に
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま

り
、
何

の
た
め
に
古
文
書
学

は
在
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
が
、
ま
だ
定

っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
古

い
も

の
を
完
全
に
読
破
す
る
た
め
の
も

の
か
、
そ
れ
と
も
真
偽
鑑
別

の
も
の
か
。
そ
の
何
れ
が
狙

い
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

古

い
文
書
を
、
完
全
に
、
間
違

い
な
く
、
読
む
こ
と
も
、
た
し
か
に
古
文
書
学

の
狙

い
の
中

で
は
大
き
い
も

の
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
そ

の
場
合
に
は
、
古
文
書
学
は

一
つ
の
語
学

で
も
あ
る
。
語
学
と
い
う
も
の
は
、
言
葉

の
学
問
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
学
界

に
参
入
す
る
た
め
に
最
も
必
要
な

こ
と
は
、

口
を
動
か
す

こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え
て
見
る
と
、
口
唇

の
動
か
し
方

の
巧
拙
だ
け
で
、
語
学
は
上
達
す
る
も

の
で
は
な
い
。
目
で
文
学
を
読
み
、

口
で
声

に
変
化
さ
す
ー

そ
れ
だ

 け

で
は
、
語
学
に
上
達
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

口
か
ら
出
し
た
言
葉
を
耳
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
諒
解

し
、
も
う

一
つ
深
く
心
に
刻
ん
で
、
言
葉

の
内
容
を
玩
味
し
て
、

初

め
て
、
語
学

の
上
達
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
必
要
な
条
件
は
、
耳
を
馴
ら
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
声

の
音
調
を
覚
え
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
古
文
書
上
達

の
秘
訣

は
、
毎
日
毎
夜
、
声
を
上
げ

て
文
書
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
古
文
書
が

一
種

の
語
学

で
あ
る
と
す
る
以
上
、
古
文
書
を
や
る
人

の
毎
日

の
訓
練
と
、
年
を
重
ね
た
効
果
と
が
、
そ
の
人

の
学
力
に
作
用
す
る
こ
と
は
、
当

然
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
極
め
て
個
性
的
な
そ
の
人

の
性
格
に
左
右
さ
れ
る
。

そ
れ
は
不
吉
な
言
葉

で
あ
る
が
、
折
角

に
上
達
し
た
熟
練
者
あ
り
と
錐
も
、
そ
の
人

の
学
力
は
常

に
上
下
し
、
訓
練
せ
ざ
れ
ば
低
下
し
、
そ

の
終
局
、
そ
の
人
の
死
去

に
よ

っ
て
、
折
角

の
学
力
は
零

に
な

っ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
に
、
な
る
の
で
は
な

い
か
。

こ
の
事
が
、
古
文
書
学
発
達

の
前
途
を
阻
止
し
て
お
る
第

一
の
条
件
で
あ
る
。

斯
道
三
十
年
、
五
十
年

の
熟
練
老
。
折
角
そ
の
人
が
獲
得
し
た
学
力

の
上
に
、
そ
れ
を
踏
み
台
と
し
て
次
代

の
人
が
立
つ
こ
と
が
出
来
な
い
悲

し
さ
で
あ
る
。
次
代

の

人
も
ま
た
、
初
歩

か
ら
歩
み
出
し
、
再
び
三
十
年
五
十
年

の
歩
み
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
哀
状
で
あ
る
。

七

一4一



古
文
書
学

の
も
う

一
つ
の
目
的
で
あ
る
真
偽
鑑
別
と
い
う
点

ほ
ど
、
困

っ
た
問
題
は
あ
る
ま
い
。

一
通

の
文
書
を
鑑
別
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
外
的
条
項
と
も
言
う
べ
き
、
形
式

の
研
究
に
、
非
常
な
努
力
を
費
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
文
書
と
い
う
も

の
が
、
筆
者
と
受
取

人
と
の
間
に
、
意
志
を
伝
達
す
る
機
関

で
あ
る
以
上
、
両
者

の
関
係

に
よ

っ
て
、
文
書

の
形
式

に
千
差
万
別

の
差
違
が
現
わ
れ
て
来

る
の
は
必
然
で
あ
る
。
公
的

の
性
格

を
帯
び
た
も
の
は
、

"公
"
と
い
う
機
構

の
中
の
存
在
だ
か
ら
、
そ
の
機
構
内

の
規
矩
に
従
わ
ね
ば
、

公
的
権
能
が
生
れ
な
い
。

だ
か
ら
、
公
的
な
文
書

は
、
定

め
ら
れ

た
る
形
式

に
制
約
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
公
文
書
な
ら
ば
、
そ
の
時
代
、
そ

の
機
構
、
そ
の
と
き
の
文
書
形
式
。
そ
れ
を
調
査
し
て
お
け
ば
、
あ
る
程
度

の
準
備
は
完
了
す

る
。
だ
か
ら
公
交
書

は
、
割
合
に
容
易
に
、

一
つ
の
型
を
掘
む

こ
と
が
出
来

る
。

と
こ
ろ
が
、
私
文
書

の
場
合
と
な
れ
ば
、

こ
れ
は
全
く
、

個

々
別

々
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、

一
定

の
規
約
で
律
す
る
わ
け
に
も
行
か
ぬ
。

一
番
面
倒
な
こ
と
で
あ

る
。と

は
言

う
も

の
の
、
多

年

の
訓
練

に

よ

っ
て
、
自

ら

に
あ

る
程
度

の
体
得

が
可
能

な

こ
と
も
あ

る
が

、
1

こ
の
こ
と
、
も
う

一
度
、
言

及
す

る
。

八

筆
紙
墨

の
研
究
も
忽
が
せ
に
は
出
来
な
い
。

そ
の
人
が
そ

の
時
代

に
、
ど
の
筆
紙
墨
を
使

っ
た
か
。
そ
の
解
決

は
難
事
中
の
難
事
で
あ
る
。
幸
に
し
て
筆
紙
墨

の
研
究
の
結
果
、
そ

の
時
代

の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
お

っ
た
と
し
て
も
、
も
し
そ

の
人
が
、
そ

の
時
、
何
等

か
の
事
情

に
よ

っ
て
、
古

い
時
代

の
筆
紙
墨
を
使

っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
文
書

の
用
い
ら
れ
た
筆
紙
墨

の
時
代
と
、
文
書

の
示
す
年
代
と
が
同

一
で
な
い
こ
と
に
な
る
。
古

い
時
代

の
筆
紙
墨
に
新
ら
し
い
時
代

の
文
書
が
書
か
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
筆
紙
墨

の
新
古

と
文
書

の
示
す
時
代
と
の
不

一
致
を
認

め
て
も
、
そ
れ
で
そ
の
文
書
真
偽
鑑
別
に
は
、
役
立
た
ぬ
こ
と
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
近
時
、
和
紙
の
研
究
が
各
地

に
起

り
、
顕
微
鏡
的
な
写
真
も
撮
ら
れ
、
紙

の
繊
維

の
大
小
疎
密
、
そ
れ
に
よ
る
用
材
種
類

の
研
究
が
企
て
ら
れ
、
目
醒
ま
し
い
成
果
を
示
さ
れ
て
お
る
の
で
、
そ
の
労
は
多

と
す
る
け
れ
ど
も
、
古

い
紙

の
紙
質
を
研
究
し
て
見
て
も
、
そ

の
漉
き
手

の
個
性
、
そ
の
家

の
特
性
、
そ
の
時

の
材
料

の
相
違
、
そ
の
時

の
寒
暑

の
差
、
と
言

っ
た

こ
と

を
、
考
慮
さ
れ
な

い
限
り
、
紙
質

の
顕
微
鏡
的
研
究
に
よ

っ
て
、
紙

の
新
古
を
調
べ
て
も
、
そ
れ
が
そ

の
ま
ま
に
古
文
書
鑑
定

に
役
立

つ
こ
と
は
、
極
め
て
微
力
で
あ
ろ

う
。
殊
に
、
紙

の
製
産
地
を
探
し
示
す
こ
と
は
至
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
文
書
学
の
難
儀
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筆

に
つ
い
て
も
、
墨

に
つ
い
て
も
、
同
じ

こ
と
が
言
え
る
。
そ
の
製
品
の
作
ら
れ
た
時
代
は
判

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
作
ら
れ
た
地
方
の
相
違
と
い
う
点

に
ま
で
、
研

究

の
歩
を
進
め
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。

そ

の
上
、

そ
れ
が
美
濃
製
で
あ

る
こ
と
ま
で
を
突
き
止
め
得
た
と
し
て
も
、

も
し

そ
れ
を
備
中

の
人
が
使
用
し
て
お
っ
た
場
合
に
、

そ

の
文
書
を
如
何
に
判
定
す
る

か
。
例
、兄
ば
秀
吉
が
美
濃

に
お

っ
た
時

に
使

っ
た
紙
は
、
美
濃
紙
で
あ

っ
た
ろ
う
が
、
備
中
攻

め
の
と
き

は
、
備
中

の
紙
を
使

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
な
る
と
、
秀
吉

の
使

っ
た
紙
は
何
々
紙
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と

い
う
結
論
は
出
な

い
で
あ
ろ
う
。

五
里
霧
中
に
、
さ
迷
う
思

い
で
あ
る
。

九

文
書
の
部
分
的
な
研
究

に
於

い
て
も
、
研
究
者
は
実
に
容
易
な
ら
ざ

る
困
難

に
遭
遇
す
る
。
印
章

の
研
究
、
花
押

の
研
究
に
は
、
誰
し
も
匙
を
投
げ
た
い
ほ
ど
の
難
関

を
突
破
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

例
え
ば
、
秀
吉

の
花
押

に
し
て
も
、
尊
氏
の
花
押

に
し
て
も
、
そ
れ
が
果
し
て
、
そ

の
人
の
花
押

に
相
違
な
い
、
と
い
う

こ
と
を
、
ど
う
し
て
判
断
し
た
か
。
た
だ
僅

か
に
、
多
年
の
訓
練
と
常
識
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
に
相
違
な

い
と
決
め
て
お
る
だ
け
で
、
甚
し
く
言
え
ば
、
鑑
る
人

の
主
観
に
す
ぎ
な
い
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

近
時
、
極
め
て
巧
妙
な
偽
作
文
書
に
接
し
た
。
そ
う
言

っ
て
は
面
映

い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
文
書

に
接
し
て
三
ヶ
月
ほ
ど

は
、
そ
れ
が
偽
作
で
あ
る
と
気
附

か
な
か

っ
た
ほ
ど
、
巧
み
な
も

の
で
あ

っ
た
。
私
が
見
る
ま
で
に
も
、
多
く
の
学
者
が
見

て
お
る
は
ず
で
あ
り
、
徳
川
時
代

の
著
述
に
も
麗

々
と
し
て
引
用
さ
れ
て
お
る
も

の
で

あ
る
か
ら
、
今
日
ま
で
、
す
べ
て
の
人
が
誤
ら
さ
れ
た
文
書
で
あ

る
。
驚
く
べ
き
偽
作

の
天
才
が
造

っ
た
偽
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
が
百
数
十
通
に
及
ぶ
の
で
、
仰
天
す
る

外
に
途
が
な
か

っ
た
。

と
同
時

に
、
こ
の

一
塊

の
古
文
書
を
偽
作
で
あ
る
と
断
言
す
る
た
め
に
は
、
断
定

し
得
る
科
学
的
根
拠
を
、
何
と
か
し
て
掴
み
た
い
と
苦
心
し
て
お
る
の
で
あ
る
が
、

容
易
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
、

い
よ
い
よ
ま
す
ま
す
、
古
文
書

の
科
学
的
根
底
を
確
立
し
、
万
人
が
首
肯
し
得
る
よ
う
な
、
真
偽
鑑
定
が
可
能
な
る
世
界

の
出
現
を
、

仰
望
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

ど
う
し
た
ら
よ

い
で
あ
ろ
う
か
。
紫
外
線

と
か
赤
外
線
と
か
、
原
子
顕
微
鏡
と
か
の
使
用
に
よ

っ
て
、
古
文
書

の
真
偽
が
正
確
に
判
定
出
来
な

い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
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も
う

一
度
言

っ
て
見
る
と
、
機
械
力
に
よ
る
判
別

が
出
来
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
、
古
文
書
学

の
発
達
は
見
ら
れ
ま
い
。

個
人
個
人

の
能
力
。
多
年
訓
練
さ
れ
た
学
力
。
そ
れ
に
よ

っ
て
の
判
定
に
侯

つ
も

の
な
ら
ば
、
累
説
し
た
よ
う
に
、

が
悪

い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
よ
い
の
だ
と
も
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
悲
し
い
の
で
あ
る
。

一
〇

牛
歩
に
も
等
し
い
進
歩
し
か
見
ら
れ
ま
い
。
そ
れ

古
文
書
を
正
確

に
読
む
よ
う
に
な
る
ー

と
い
う

こ
と
は
、
決
し
て
決
し
て
、
容
易

の
こ
と
で
は
な

い
。

行
書
草
書
の
文
字
を
読
む
こ
と
さ
え
、
容
易
で
は
な

い
。
前
後

の
文
意
か
ら
見
当
を

つ
け
て
見
て
も
、
さ
て
そ
れ
を
確

め
る
た
め
の
、
行
書

の
字
引
が
な
い
。
草
書

の

字
引
が
な

い
。
仮
り
に
字
引
が
あ

っ
て
も
、
引
き
出
す
方
法
が
な
い
。
漢
字

の
字
引

は
、
楷
書

の
場
合
に
は
有
効
で
あ
る
が
、
行
草

に
到

っ
て
は
、
殆

ん
で
、
引
出
し
よ

う
が
な

い
。

=

ま
た
、
仮
り
に
文
字
が
読

め
た
と
し
て
も
、
そ

の
文
字

の
示
す
言
葉

の
内
容
が
、

一
様

で
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
が
と
れ
な
い
。

一
つ
の
言
葉
に
し
て
も
、

時
代
と
都
鄙
に
よ

っ
て
、
意
味
が
相
違
す
る
。
そ
れ
を
ど
う
し
て
覚
え
る
か
。
古
文
書
学

の
講
義
で
も
き

い
て
、
先
生

の
口
授
で
も
受
け
な
け
れ
ば
知
り
よ
う
が
な
い
。

そ
う
な
れ
ば
極
め
て
少
数

の
人

々
に
の
み
可
能
な
こ
と
に
な
る
。

「
会
計

の
思
あ
り
」
と

言
っ
た
言
葉

は
、
先
生
か
ら
数
え
て
も
ら
え
ば
、
何

の
事
も
な
い
が
、
個
人
が

考
え
れ
ば
、
考
え
て
も
、
考
え
て
も
、
判
断
は
出
来
ま
い
。

そ
れ
を
ど
う
か
し
て
、
普
遍
的
に
広
く
知
ら
す
方
法
が
出
来
な
い
も

の
か
。

=

[

公
文
書
な
ら
ば
と
も
か
く
、
私
文
書
に
到

っ
て
は
、
そ

の
用
語
、
用
字
が
、
到

っ
て
個
性
的
で
あ
り
、
到

っ
て
非
文
化
的
で
あ
り
、
到

っ
て
粗
野

で
あ
り
、
時

に
は
非

教
養
的
で
あ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
、
読
む
に
読
ま
れ
ず
、
解
く
に
解
か
れ
ぬ
こ
と
が
多
い
。
よ
し
や
教
養
高
き
階
級

の
人
の
も

の
で
あ

っ
て
も
、
時
代
と
、
地
位
と
、
環

古
文
書
学
の
難
儀
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境
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
用
語
、
文
字

の
崩
し
方

に
、

一
定

の
故
実
が
あ
り
、
秘
伝
が
あ
り
、

口
訳
が
あ

る
も

の
だ
か
ら
、
読
む
に
読
ま
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。

い
ら
い
ら
さ

さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
。
殊

に
室
町
時
代
以
降

の
女
房
文
は
、
文
字

の
崩
し
方
に
も
、
普
通

の
筆
法
以
上

の
、

一
種
の
固
定

し
た
特
有

の
崩
し
方
、

つ
づ
け
方
が
あ

っ
て
、

文
字
と
い
う
よ
り
も
、
判
じ
も

の
で
あ
る
と
で
も
言
い
た
い
、
用
字
が
あ
る
。

使
わ
れ
る
言
葉

で
も
、
例
え
ば
、
室
町
時
代
頃

の
宮
中

に
お
い
て
、
尼
門
跡
や
女
官

の
間
に
用
い
ら
れ
た

"文
字
言
葉
"
と
も
言
う
べ
き
、
た
も
じ
、
は
も
じ
、

か
も

じ
、
ゆ
も
じ
の
如
き
、
教
え
ら
れ
て
見
る
と
何
で
も
な

い
が
、
考
え
て
も
、
字
引
で
も
な
か
な
か
、
判
ら
な
い
言
葉

で
あ
る
。

片
仮
名
文
字
で
か
い
て
あ

っ
た
キ
ヤ

コ
が

"
過
去
"

の
こ
と
で
あ
り
、

ハ
ワ
が
母
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
気
付

い
て
見
れ
ば
、
何
で
も
な
い
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
う

と
気
附
く
ま
で
の
苦
心
は
、
並
大
低

の
こ
と
で
は
な

い
。

そ
う
し
た
難
解
難
読

の
言
葉

と
か
文
字
と
か
を
見
附
け
、
読
解
し
た
と
き
、

こ
れ
を
、
ど
こ
か
に
中
央
局
で
も
設
け
て
お
い
て
、
そ

こ
に
報
告
し
合

い
、
そ
れ
を
全
国

同
好
間

に
、
流
が
し
、
知
ら
す
、
方
法
が
な
い
も

の
か
と
、
唇
を
噛
ん
だ
こ
と
が
、

一
再
な
ら
ず
あ

っ
た
。

曖
と
い
う
字
を
ア
ツ
カ
ヒ
と
読
む

の
に
、
数
年
を
費
し
た
。
そ
れ
が
読

め
た
と
き
、
そ
れ
を
中
央
局
に
報
告
し
、
そ
こ
か
ら
全
国

に
流
し
て
も
ら
、兄
る
な
ら
ば
、
同
じ

道
に
苦

し
ん
で
お
る
で
あ
ろ
う
同
志
を
、
立
所
に
救
う

こ
と
に
な
る
し
、
後
続
者
に
は
、
こ
の
難
路
を
再
び
踏
ま
さ
ず
と
も
、

一
瞬

に
し
て
解
け
る
で
あ
ろ
う
に
、
何
故

に
同
じ
苦
道
を
歩
ま
さ
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
。

こ
れ
で
は
学
問
は
進
歩
し
な
い
。

=

二

同
じ
よ
う
な
こ
と
を
、
二
度
も
三
度
も
諄

々
と
説
く
よ
う
で
、
不
本
意

の
事
な
が
ら
、
も
う

一
度
、
言
わ
せ
て
貰
う
こ
と
に
す
る
。

古
文
書

の
鑑
定

に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
れ
を
史
料
と
し
て
利
用
す
る
点

に
お
い
て
も
、
最
も
重
要
な
部
分

は

"花
押
"
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
花
押
な
る
も

の
が
、
そ

の
人
が
、
そ
の
時
に
、
自
署
す
る
も

の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
極

め
て
厳
密
な
る
意
味

に
お
い
て
、
二
度
と
同
じ
も

の
が
書
け
る
は

ず

は
な

い
。

一
度

一
度
、
違

っ
た
も

の
の
は
ず

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
秀
吉

の
場
合
を
例
に
と

っ
て
言
う
な
ら
ば
、
そ

の
花
押
は
、

一
文
書

一
文
書
で
悉
く
相
違
す
る
べ

き

で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
新
た
に
接
し
た
る
秀
吉

の
文
書
を
見
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
は
秀
吉
の
花
押
に
相
違
な
い
、
と
い
う
断
定
を
下
す
、
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
ど
う
い
う
根
拠
に
依

っ
て
で
あ
る
か
。
反
問
さ
れ
た
な
ら
ば
、
返
答

に
苦
し
む
こ
と
で
は
な

い
か
。
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実

は
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
な
反
省
が
あ
る
。

尊
氏
、
細
川
勝
元
、
秀
吉

の
三
人
は
割
合
に
文
書
が
遺

っ
て
お
る
の
で
、
見
る
度
毎

に
、
そ

の
花
押
を
影
写
し
て
お
い
た
。
相
当

の
数
に
達
し
た
の
で
、
そ
れ
を
年
代

順
に
並
べ
て
見
た
と
こ
ろ
、

こ
の
三
者
は
三
者
と
も
に
、
花
押
が
刻

々
に
変
化
し
て
お
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
れ
を
並
べ
て
見
る
と
、
そ

の
大
き
さ

の
点

に
お
い
て
も
、

型
態

の
点
に
お
い
て
も
、
線

の
引
き
方
、
曲
り
方
、
傾
き
方

の
点
に
お
い
て
も
、
あ
る
局
部

の
変
化
に
お
い
て
も
、

一
つ
の
カ
ー
ブ
を
示
し
て
、
変
異
す
る
こ
と
に
気
付

い
た
。
そ
れ
に
従

っ
て
、

こ
れ
な
ら
ば
、
天
正
十
年

の
秀
吉
で
あ
る
と
か
、
天
正
十
入
年

は
こ
う
で
あ
る
と
か
、
言
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
で
得
意
に
な

っ
て
お

っ

た
。併

し
、
そ

の
採
用
し
た
方
法
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
さ
き

に
見
た
天
正
十
年

の
秀
吉

の
も
の
で
あ
る
と
か
、
十
入
年

の
秀
吉

の
花
押
で
あ
る
と
か
を
、
ど
う
し
て
そ

の

真
偽
を
決
め
た
か
。
そ
れ
を
決
め
る
材
料

は
何
で
あ

っ
た
か
、
を
思

い
出
し
て
み
る
と
、
天
正
十
年
と

い
う
年
紀
が
あ
る
か
ら
と
て
、
そ
れ
を
天
正
十
年

の
秀
吉
の
花
押

と
定
め
、
十
八
年

の
年
紀
が
あ
る
か
ら
と
て
十
入
年

の
文
書
と
決
め
て
、
不
謹
慎
に
並
べ
て
見
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が
十
年

の
も

の
で
あ
り
、
十
八
年

の
も

の
と
し
て

間
違
い
な
い
と
は
、
ど
う
し
て
決
め
た
か
。
そ
れ
を
決

め
る
た
め
に
多
く
の
花
押
を
蒐
め
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
決
め
る
た
め
に
蒐

め
た
こ
の
花
押
が
、
実

は
ま
だ

決

め
る
前

の
資
料

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。
信
用
し
よ
う
と
し
て
蒐

め
た
資
料
が
、
信
用
出
来

る
か
出
来
な
い
か
未
決
定

の
も

の
で
あ

っ
た

の
で
は
な
い
か
。

不
確

な
も
の
を
蒐
め
て
、
確
か
な
も
の
が
出
来

る
か
。
そ
れ
は
聞
題

に
な
ら
ぬ
ほ
ど

の
大
き
な
矛
盾

で
は
な
い
か
、
を
反
省
し
て
見
る
と
、
全
く
出
発
点
か
ら
出
直
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
情
け
な
さ
で
あ

っ
た
。

こ
の
矛
盾
を
、
ど
う
か
し
て
、
矛
盾
で
な
い
よ
う
に
出
来
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

[
四

古
文
書
学

の
最
大
の
難
儀

は
、
古
文
書
学
が

一
種

の
語
学
で
あ
り
、
学
問
で
あ
る
以
上
、

一
日
も
忽
が
せ
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
毎

日
毎
夜
、
耳
を

馴
ら
す
こ
と
が
、
古
文
書
学
上
達

の
秘
決
で
あ
る
以
上
、
ど
う
し
て
も
毎
日
何
通
か
の
古
文
書
を
読
む
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
条
件
に
叶

い
得
る
好
運
者
が
、
何
人
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
不
安
が
あ
る
。
自
分

の
座
右
に
何
通
か
の
古
文
書
が
あ

っ
て
、
毎
夜
、
そ
れ
を
机

の
上
に
拡
げ

て
、
読
む

こ
と
の
出
来
る
、
と
い
う
好
条
件
者
は
、
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
折
角
、
古
文
書
を
読
む
力
が

つ
い
て
も
、

一
日
読
ま
な

古
文
書
学
の
難
儀
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か

っ
た

の
で
、

一
日
分
を
低
下
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
事
実
、
読
ま
な

い
日
が
あ
る
と
、
学
力

は
落
ち
る
。

そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
ど

の
よ
う
な
工
夫
を
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

一
五

古
文
書
学

の
進
歩
が
あ
ま
り
に
遅
々
と
し
て
お
る
や
に
思
う
の
は
、
偏
見
で
あ
ろ
う
。
偏
見
で
あ

っ
て
ほ
し
い
。
だ
が
、
実
際

は
、
必
ず

し
も
偏
見
で
あ
る
と
も
断
じ

切
れ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ

こ
で

一
つ
の
提
言
が
あ
る
。
何
と
か
し
て
古
文
書
研
究

に
、
誰
が
見
て
も
首
肯
し
得
る
科
学
的
方
法

に
よ
る
研
究
法
は
、
出
来
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
の
よ

う
な
多
年

の
訓
練
に
よ
る
勘

(
か
ん
)
で
、
真
偽
を
判
定
し
て
お
る
よ
う
で
は
、
他

の
学
問
の
進
歩
発
展

の
速
度
に
、
甚

し
き
遅
れ
を
取

る
の
で
は
な

い
か
。

花
押
に
つ
い
て
も
、
何
等
か
の
方
法

に
よ

っ
て
、
花
押
彙
纂

の
よ
う
な
も

の
を
作

っ
て
、
そ
れ
を
何
等

か
の
方
法
に
よ

っ
て
、
字
引
を
引
く
よ
う
に
、
引
き
出
せ
る
方

法
を
考
え
て
ほ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

難
解
難
読

の
文
字
文
句
を
解

い
た
と
き
、
そ

の
結
果
を
相
互
に
告
知
し
得
る
よ
う
に
、
中
央
編
集
局

の
よ
う
な
も
の
を
組
織

し
て
、
同
好
同
学
者

の
徒
労
を
省
く
方
法

は
あ
る
ま
い
か
。

そ
れ
に
到
る
ま
で
の
目
下

の
急
務
と
し
て
、
古
文
書
大
辞
典
と
で
も
言
う
べ
き
大
参
考
書
が
出
版
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
最
後
的
に
は
、
古
文
書

に
関
与
す
る
学
徒

の
、
毎
日
毎
時

の
訓
練
が
楽

に
な
る
訳
は
あ
る
ま
い
が
。

一
六

か
く
し
て
、
万
人

の
首
肯
し
得
る
よ
う
な
科
学
的
方
法
に
よ

っ
て
古
文
書

の
真
偽
が
鑑
別
さ
れ
、
古
文
書
が
正
確
に
読
破

さ
れ
、
そ

の
内
容
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と

が
出
来
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
も
う
し
め
た
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
初
め
て
、
古
文
書
学
者

の
力
に
よ

っ
て
、
正
し
き
歴
史
は
組
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
祖

先
が
歓
喜
と
悲
哀
で
綴

っ
た
で
あ
ろ
う
人
間
の
歩
み
が
、
そ
の
ま
ま
に
描
き
出
さ
れ
、
そ
の
声

の
言
調
ま
で
が
、
伝
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
れ
で
こ
そ
古
文
書
学
が
、
歴
史
学
の
補
助
学
科

で
あ
る
と
同
時
に
、
歴
史
学

の
基
礎
学
科
で
あ

る
と
い
う
光
栄
あ
る
地
歩
を
、
占

め
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
願
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わ
く
ば
、
古
文
書
学
は
古
文
書

の
真
偽
鑑
別
を
終
局
の
目
的
す
る
も

の
で
は
な
く
、
歴
史
学

の
基
礎
学
と
し
て
、

し
た
い
。

古
文
書
学
は
、
ど
こ
ま
で
も
歴
史
学

の
基
礎
学
科
で
あ
る
と
い
う
栄
光
を
把
持

し
た
い
。

歴
史
学
の
補
助
学
的
な
役
目
で
あ
る
と
い
う
大
任
を
果
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