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の

の
扉
に
、

に
就
い
て

・
小
雅
堂
梓
行
と
あ
り
、

大
阪
の
書
林
に
よ
り
て
醜
刻
さ
れ
、

「
疫
長
以
来
註
買
集
覧
」
に
よ
れ
ば
、
共
に
大
阪
闘
屈
橋
一
丁
日
に
あ
り
し
書
林
な

本
堂
の
も
と
の
顕
間
狩
野
直
喜
先
生
が
、
俯
を
捐
て
ら
れ
て
か
ら
、
早
く
も
本
年
は
十
三
回
忌
を
迎
へ
る
。
た
ま
た
ま
最
近
、
先

生
の
逍
稿
の
中
か
ら
、

こ
の
一
篇
が
狡
見
さ
れ
た
の
で
、
特
に
御
遣
族
に
請
う
て
こ
こ
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の

正
十
五
年
十
一
月
六
日
、
悛
徳
堂
恒
祭
に
於
け
る
先
生
の
記
念
講
油
で
あ
る
。
人
も
知
る
如
く
、
先
生
は
御
見
解
を
疲
表
さ
れ
る
の

あ
っ
て
、
用
字
も
恨
名
づ
か

に
極
め
て
恨
重
で
、
容
易
に
は
印
肌
に
付
す
る
こ
と
を
ゆ
る
さ
れ
な
か
っ
た
。
本
稿
の
如
き
は
、
先
生
の
謁
訊
の
際
の
手
び
か
へ
で

へ
て
お
ら
れ
ず
、
ま
た
三
、
四
箇
所
に
映
文
も
あ
っ
て
、

と
す
れ
ば
、
と
う
て
い
こ
の
ま
ま
で
印
刷
す
る
こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
今
日
こ
れ
と
、
そ
ぞ
ろ
に
常
時

の
事
が
思
ひ
浮
べ
ら
れ
る
と
共
に
、
先
生
の
御
闊
見
に
よ
っ
て
我
々
の
蒙
を
啓
く
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
敢
て
こ
れ
を
咎
頭
に
褐

げ
て
、
追
西
命
の
た
よ
り
と
す
る
次
第
で
あ
る
。
試
ば
諸
賢
に
は
、
何
卒
そ
の
ふ
品
を
諒
と
せ
ら
れ
た
い
。

懐
徳
書
院
が
幕
府
の
允
許
を
得
て
、
大
阪
に
建
骰
さ
れ
し
享
保
十
一
年
を
距
る
れ
凡
そ

り
と
い
ふ

3

埋

諭

廣

訓

に

就

い

て

二
年
後
、
卯
ち
天
明
八
年
に
、
聖
諭
廣
訓

（
編
輯
者
）

篇
は
、
大

狩

野

し
先
生
に
お
願
ひ
し
た

直

喜



接
こ
れ
が
世
話
を
せ
ぬ
。
其
世
話
人
と
し
て
聰
明
容
知
衆
に
抜
く
も
0
を
選
び
之
れ
を
し
て
憶
兆
の
君
師
と
た
り
教
五
を
掌
ら
し
む
，
／
敦

も
の
で
あ
る
。
天
に
代
は
る
と
申
す
事
は
天
は
人
類
を
生
じ
、
又
之
れ
に

の
徳
を
投
け
玉
へ
ど
も
之
れ
を
生
づ
る
の
み
に
て
直

輩
に
六
個
條
の

の
徳
目
を
指
示
す
故
に
、

、,
o

しヽ
J

f
 し

＞

L
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い
て
天
子
と
い
ふ
も
の
は
、
天
に
代
は
り
て

台
め
て
、

ふ
り

中
闘
に
入
り
北
京
に
鼎
を
定
め
ら
れ
た
る
批
祖
（
即
ち
順
治
布
、
唄
祖
の
父
）
が
順
治
九
年
に
下
し
た
る
も
の
に
て
、
此
れ
は
伺

朝
に
於
い
て
下
さ
れ
た
る
教
育
放
語
は
、
猶
其
外
に
今
―
つ
あ
り
。
そ
れ
は
郁
に
も
一
寸
中
述
べ
た
る
六
諭
と
い
ふ
も
0
に
て
、
満
洲
よ

聖
諭
廣
調
が
一
つ
。
勅
語
の
趣
邸
は
則
同
じ
く
唯
詳
略
0

聖
諭
廣
訓
と
申
し
ま
す
。
又
其
敷
術
さ
れ
た
る
文
字
の
膨
が
、
正
に
一
葛
で
あ
る
故
、

る
0
み
な
れ
ど
も
、
悉
し
く
分
へ
て
言
へ
ば
二
つ
あ
る
謬
で
あ
る
が
、
泊

」
と
申
す
は
、
油
の
聖
祖
、
即
ち
俗
に
梱
す
る
原
煕
帝
と
世
宗
即
ち
坐
祖
の
子
に
て
俗
に
稲
す
る
瀕
正
帝
が
、

臣
民
に
下
さ
れ
た
る
教
有
放
語
、
郎
ち
臣
民
の
李
由
す
べ
き
辺
徳
の
椋
的
を
示
し
た
る
ら
の
に
て
、
極
め
て
大
切
の
も
の
で
あ
る
が
、
康

と
も
申
し
ま
す
。
そ
れ
は
聖
祖
の
勅
語
中
、
臣
民
の
宜
践
す
べ
き
行

を
十
六
箇
條
に
分
け
て
申
述
べ
ら
れ
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
次
代
0
火
千
、
洲
正
帝
が
各
條
に
つ
き
其
臨
味
を
敷
術
さ
れ
た
か
ら
、

と
も
申
す
。
結
局
聖
論
が
一
っ
゜
又

の
下
し
た
る
ら
の
は
肌
に
「
聖
諭
」
と
も
又

さ
て
こ
の

し
た
か
と
い
ふ
事
を
述
べ
む
と
欲
す
。

の

及
び
、
仰
學
が
庶
民
教
育
に
つ
き
何
如
な
る
川
を
な

而
し
て
霜
時
書
院
の
教
授
た
り
し
中
井
竹
山
先
生
之
れ
に
序
し
、
其
喜
が
風
を
移
し
俗
を
易
ふ
る
上
に
於
い
て
力
あ
る
べ
き
を
述
べ
、
此

だ
之
を
喜
ば
れ
た
り
し
事
其
序
に
見
ゆ
。
又
序
に
よ
れ
ば
此
北
い
の
麟
刻
に
つ
き
て
は
、
大
阪
の
買
人
刻
費
を
捐
て
、
又
其
事
に
闊
し
て
は

曾
谷
學
川
と
申
し
て
、
常
時
浚
刻
家
と
し
て
知
ら
れ
、
又
學
間
も
可
な
り
あ
り
し
人
が
肝
則
を
な
し
、
序
文
の
依
頼
亦
此
人
を
併
し
た
り

し
由
見
ゆ
。
竹
山
先
生
は
全
く
馘
刻
に
は
相
談
を
受
け
ず
、
唯
序
文
の
み
を
因
奥
へ
ら
れ
し
か
、
賠
亦
麟
刻
に
就
き
て
、
右
0
買
人
に
犯

告
で
も
さ
れ
し
か
、
其
邊
の
慮
は
分
り
兼
ぬ
る
が
、
兎
も
角
此
書
の
疎
刻
に

は
る
。
今
日
は
懐
徳
堂
創
立
二
百
年
に
常
た
り
、
先
師
偏
を
本
堂
に
於
い
て
祭
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
温
故
知
新
の
謡
味
合
を
以
て
、

本
書
及
ひ
之
れ
に
闊
聯
し
て
享
保
時
代
に
於
い
て
鍼
刻
さ
れ
た
る

聖
論
廣
訓
に
就
い
て

て
は
、
非
常
に
同
怖
と
興
味
を
有
せ
ら
れ
し
ゃ
う
に
息
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〇
原
因
こ
り
し
て

し
こ
れ

ま、

0
階
級
に
於
い
て

此
れ
は
勿
論
人
為
的
に

た
も
0
で
は
な
い
。
自

の
階
級
即
ち
一
般
庶
民
〇

0
が
主
で
あ
っ
た
。

‘
て
し

無
悴
い
非
為
↓

下
し
だ

と
い
ふ
六
條
で
あ
る
。
此
の

と
し
て
は
何
如
に
も
物
足
ら

さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
其
日
椋
と
す
る
所
は

0

が
、
元
来
こ
の

Q

も
の
は
、

に
下

二
月
に

る
も
0
を
出
し
た
。

Iー
iヽ

た
も
0
で
あ
る
。
そ
れ
で
前
に
申
す
如
く
、

り
起
ら
ざ

で
、
誰
れ
に
も
分
り
極
っ
た
こ
と
で
、
天

と

め
、
天
下
漸
く
緒
に
就
く
に
及
び
、

セ

ヨ

ヲ

一
第
四
、
教
-
1

訓
子
孫
一

で
あ

明

り
て

と
な
つ
て
も
、

あ
ら
ざ
る
も
0

0
内
か

は
、
己
れ
は

0

や
、
此
0
理
想
が
必
ず
販
作
力
行
さ
る
べ

り
起
ろ
う
が
、
又
他
0
民
族
が
中
國
に
入

と
い
ふ
は
天
子
が
此
0

）
と
能
は
ず
、
或
は
其
政
治
が
此
哩
想
に
反
す
る

以
て
前
消
に
及
べ
り
。
郎

一
姓
什
れ
、

て、

:
て
＼
 て
其
大
任
を
完
う
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
凡
そ
此
（
〗

ど
も
、

と
い

天
よ

か
と
い
へ
ば
、
そ
れ

や
う
に

て
行
は
る
る
も
0
に
し
て

と

t
 

k
i
 

＼
こ

｝
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せ
、
享
保
六
年
に
板
出
来
た
り
。
而
し
て
其
明
年
即
ち
七
年
に
鳩
巣
之
に
よ
り
邦
文
に
願
闘
し
、
六
諭
術
義
大
意
と
い
ふ
。
鳩
巣
の
謬
文

こ
と
を
室
鳩
巣
に
命
ぜ
ら
れ
し
も
、

俗
語
は
能
＜
讀
不
申
、

祖
棟
に
被
仰
付
べ
し
と
あ
り
し
が
、

即
ち
狙
株
に
命
じ
て
労
訓
を
つ
け
さ

吉
宗
公
之
を
覧
て
其
教
化
に
盆
あ
る
を
思
ひ
、

命
じ
て
之
を
刻
せ
ら
れ
し
が
、

原
文
の
儘
に
て
は
讀
め
ぬ
故
に
、

原
文
に
傍
訓
を
施
す

永
五
年
）
之
を
刻
し
た
り
し
が
、

其
本
鹿
兒
島
へ
側
は
り
、

島
津
侯
よ
り
又
之
れ
を
蘇
府
に
獣
上
さ
れ
官
庫
に
蔵
せ
し
を
、

八
代
将
軍

一
盟
此
の
六
諭
は
今
申
す
如
く
題
目
に
て
、
こ
れ
丈
で
其
意
味
を
敷
術
せ

ね
ば
、
庶
民
に
納
得
さ
す
る
事
は
出
来
ぬ
。
さ
れ
ば
と
い
つ
て
、
紐
書
の
文
句
な
ど
を
引
用
し
、
む
つ
か
し
き
言
葉
を
以
て
説
明
せ
し
も

の
で
は
、
何
の
用
も
為
さ
ぬ
の
で
、
嘗
時
の
地
方
官
な
ど
で
、
民
衆
教
化
事
業
に
心
を
用
ひ
た
る
も
の
は
、
俗
語
郷
語
を
以
て
、
平
易
に

が
あ
っ
て
、

建
に
至
り
此
書
を
見
、

分
り
安
き
様
の
註
稗
書
を
作
る
も
0
が
あ
っ
た
。
其
一
と
思
は
る
る
も
の
に
砲
銑
と
い
へ
る
も
の
の
作
っ
た
「
六
諭
術
義
」
と
い
ふ
も
の

此
れ
が
我
闘
に
他
は
つ
た
。
我
闊
に
他
は
り
し
径
路
も
、
賓
に
不
思
議
に
し
て
、
初
め
琉
球
人
程
順
則
と
い
へ
る
も
の
幅

内
容
も
よ
い
が
術
義
が
俗
語
を
用
ひ
て
あ
る
か
ら
支
那
語
を
學
ぶ
に
便
な
り
と
て
、

の
聖
諭
廣
訓
の
條
に
述
ぶ
る
事
と
し
、
此
に
は
申
し
ま
せ
ぬ
。

天
下
の
追
、
之
れ

而
し
て
彼
等
士
人

と
い
へ
ば
、
申
す
ま
で
も
な
く
六
紐
孔
孟
0
教
で
あ
っ
て
、
修
身
齊
家
治
園
平

て
ゐ
る
か
ら
、
天
子
た
る
も
0
は
教
育
な
監
に
し
て
、
人
材
を
作
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
別
に
教
育
勅
語

を
下
す
必
要
が
な
い
。
唯
必
要
な
る
は
、
書
を
讀
ま
ぬ
階
級
即
ち
理
屈
な
ど
の
分
ら
ぬ
も
の
に
封
し
、
彼
に
最
必
要
な
る
質
践
造
徳
の
目

を
指
示
し
た
る
も
の
が
、
此
の
六
論
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
六
諭
は
前
に
申
す
清
の
世
祖
が
初
め
て
作
り
し
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
て
居
た
が
、

そ
れ
は
世
祖
の
作
っ
た
も
の
に
あ
ら
ず
。
明
太
祖
の
と
き
教
民
榜
文
を
作
っ
た
が
、
其
題
目
は
世
祖
の
六
諭
と
一
字
を
違
へ
ず
、
つ
ま
り

消
は
中
國
に
君
臨
し
て
、
練
べ
て
前
明
の
制
度
を
朗
襲
し
た
が
、
教
育
勅
語
ま
で
全
く
之
れ
に
由
り
し
を
知
る
べ
し
。
明
の
と
き
は
、
此

の
勅
語
を
普
及
さ
す
る
こ
と
に
力
を
用
ひ
、
凡
そ
緑
郷
苺
里
に
木
鐸
を
備
付
け
、
其
地
方
の
老
人
と
か
、
残
疾
に
て
家
業
を
な
す
能
は
ざ

る
も
の
を
選
び
、
苺
月
六
回
、
木
鐸
を
な
ら
し
、

ら
ざ
る
も
の
と
甑
別
を

聖
涵
廣
訓
に
就
い
て

こ
の
六
の
題
目
を
隅
れ
廻
は
す
る
こ
と
な
ど
あ
っ
た
（
大
明
會
典
巻
二
十
、
辮
疑
律
例
昭
代

王
章
）
。
世
祖
が
其
六
諒
を
其
儘
採
用
し
又
之
れ
を
普
及
す
る
事
に
つ
き
、
制
度
の
上
に
つ
い
て
、
種
ミ
の
施
設
を
な
し
た
が
、
其
事
は
後

携
蹄
へ
り
て
（
康
熙
戊
子
寅

四
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以
て

し
て
、

ヘ

れ
ヽ

五” に
の
み
存
せ
し
も
の
が
、

ら
れ
た
る
0
で
あ
る

3

而
し
て
此

き
は
、
此
時
代
に
あ
り
て

し、

こ

の
允
許
を
受
け
て
、
創
立
せ

に
外
な
ら
ぬ
。
享
保
時
代
と
申
せ
ば
我
園

に
他
は
り
、
そ
れ
が
後
世
ま
で
可
な

し
た
い
と
言
つ
て
此
書
を
澤
山
買
つ
て
大
阪

意
と
い
ふ
は
官
刻
の

に
見
ゆ
。

こ
の
校
正
堆
補
六
諒
術
義
大

し
て

の
内
に
領
内
農
家
の
子
粗
ミ
能
＜
字

は
佐
隊

の
出
た
所
で
あ
る
が
、

に
て
前
の
六
諒
術
義
大
怠
を
出
板
し
て
、
之
れ
を
領
地
0
庄
屋
に
頻
ち
、
緑
月
期
望
に
村
民
を
會

享
保
十
六
年
に
は
、
又
此
れ
を
今

賂
軍
大

て
、
題
し
て
大
慈
と
い
へ
り
。
而
し
て
常
時
手
習
の
師
匠
を
し
て
居
た
石
川
某
に
御
家
流
に
て

こ
ま
、

~
~
~
 

し
て
も
、

て：

を
訂
正
し
、

に
命
じ
て
梓
行
せ
ら
る
。
か
く
て
賞
時
江
戸
に
あ
り
て
兒
童
の
手
習
指

（
徳
川
宜
品
、
有
徳
院
殿
御
質
記
附
鈴
谷
十
）
右
は
兒
蛮
の
手
習
の
手
本
と
な
し
、

南
を
業
と
す
る
も
の
の
敷
を
調
ら
べ
ら
れ
し
が
八
百
人
に
餘
ま
れ
り
。
其
内
に
名
の
間
え
た
る
も
の
石
川
を
始
め
十
人
許
な
り
し
を
、
何

れ
も
町
奉
行
役
所
に
呼
寄
せ
右
の
新
刻
本
を
奥
へ
ら
る
。

又
智
識
の
芽
す
る
時
分
に
、
か
か
る
教
訓
害
を
詔
ま
す
る
事
は
、
極
め
て
利
盆
あ
る
事
と
思
ひ
し
に
よ
る
｛
か
く
て
此
書
一
た
び
出
で
て

層
省
約
し
た
る
六
諒
術
義
小
訟
と
い
ふ
も
0
が
京
都
で
出
来
た
。
又
美
誤
岩
村
藩
ー
ー
l

こ
れ

し
め
，
且
又
村
の
蒙
師
に
別
に
此
本
を
寓
し
て
之
れ
に
投
け
し
か
ば
、

を
識
り
、
且
其
大
意
を
會
得
す
る
事
を
得
た
り
と
、
校
正
壻
補
六
諭
術
義
大
怠
の
佐
肱
一

に
校
正
培
補
を
加
へ
ら
れ
た
る
も
0
、
此
れ
も
京
都
に
於
い
て
出
阪
さ
れ
て
何
で
も
こ
の
本
は
屈
ミ
訂
正

壻
補
さ
れ
、
最
後
は
弘
化
四
年
に
刊
せ
ら
れ
た
や
う
て
あ
る
が
、
文
化
中
に
平
賀
信
涙
守
と
い
へ
る
人
、
大
阪
奉
行
で
あ
っ
た
が
、
自
分

は
何
も
治
蹟
の
見
る
べ
き
こ
と
を
致
す
力
絨
は
な
い
が
、
せ
め
て
世
の
為
め
に
な

ヘ
幣
し
く
施
し
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
結
局
沌
世
祖
の
六
謡
術
義
な
る
も
の
が
偶
然
な
事
か

り
流
行
し
た
が
、
そ
れ
は
全
く
享
保
時
代
の
将
軍
吉
宗
が
學
を
崇
み
教
化
に
心
を
川
ひ
た

文
連
昌
明
の
際
に
し
て
、
偏
林
の
人
材
未
だ
此
時
よ
り
監
な
る
は
な
し
。
即
ち
東
に
は
物
狙
株
・
室
旭
巣
の
如
き
人
が
あ
り
、
西
に
は
伊

藤
東
涯
先
生
が
あ
っ
た
。
大
阪
も
決
し
て
之
れ
に
劣
ら
ぬ
先
生
方
が
あ
っ
て
、
此
時

に
は
侠
し
て

に
し
、
彼
れ
に
必
要
で
も
我
に
は

を
さ
せ
、

賠
軍
に
覧
に
入
れ
し
か
ば

こ
と
も
あ
れ
ば
、
其
邊
は
省
略
せ
し
を
以



即
ち

に
孝
弟
を
以
て
仁
を
為
の
本
と
し
、
孟
子

の

の
心
を
以
て
之
れ
を
一
家
よ
り

此
の
十
六
條
に
つ
き
解
説
を
致
さ
む
と
す
る
が
、
第
一
條
は
敦
孝
弟
以
重
人
倫
と
あ
り
て
、
孝
弟
を
以
て
尤
大
切
な
る
行
と
な
し
た
る
は
、

敷
術
し
た
も
の
を
聖
諒
廣
訓
と
い

こ
れ
が
清
時
代
に
あ
っ
て
は
、
教
育
勅
語
と
し
て
非
常
に
重
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
此
れ
か
ら

ま、
1
(
 

の

一
層
教

そ
れ
と
同
時
に
學
問
0
功
用
、
即
ち
庶
民
教
育
と
い

に

し
て
、

↓
 

に
申
す
如
き
六
諒
術
義
の

二
だ
っ
て

，こ

に）

に
送
ら
れ
、
さ
江
警
学
界
に
稗
盆
を
典
へ
た
。
か
く
の
如
く
學
間
（
笈
に
は
漢
文
叶
り
に
つ
い
て
言
ふ
）
ぷ
高
ま
っ
た
。

出
版
と
な
り
、
そ
れ
が
教
化
の
上
に
少
な
か
ら
ざ

い
慮
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
の
明
君
徳
行
録
な
ど
に

申
す
如
く
世
祖
六
論
は
我
國
の
教
化
上
に
於
い
て
少
な
か
ら
ぬ
影
習
を
奥
へ
た
が
、
其
本
家
た
る
消
國
に
於
い
て
は
六
論
の
行
は
れ
た
る

及
ぼ
し
た
る
は
誠
に
面
白
き
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
吉
宗
の
え
ら

の
治
世
を
ほ
め
て
ゐ
る
が
穴
勝
溢
美
の

も
言
は
れ
な
い
の
で
あ
る
。
今

の
は
暫
時
で
、
世
祖
の
子
に
て
、
其
後
を
承
け
た
る
聖
祖
即
ち
康
煕
帝
が
康
熙
九
年
冬
十
月
に
又
教
育
に
闊
す
る
上
諭
を
下
し
て
ゐ
る
。

其
意
味
は
、
「
朕
惟
ふ
に
至
治
の
世
は
専
ら
法
令
の
み
を
以
て
善
し
と
な
さ
ず
、
教
化
を
以
て
先
き
と
な
す
。
何
と
な
れ
ば
法
令
は
一
時

人
を
禁
じ
て
悪
を
な
さ
し
め
ざ
る
も
、
一
た
び
弛
む
と
き
は
、
依
然
と
し
て
悪
を
な
す
。
此
れ
に
反
し
て
教
化
に
よ
り
て
人
心
を
正
す
時

は
、
其
妓
時
を
紐
て
絶
せ
ず
。
近
時
風
俗
陵
類
、
法
網
に
鯛
る
る
も
の
多
き
を
加
へ
た
が
、
其
中
に
は
無
知
郎
ち
人
間
の
道
を
教
へ
ら
れ

て
ゐ
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
法
令
を
犯
し
た
か
ら
と
て
、
刑
を
行
ふ
は
憫
む
べ
き
も
、
さ
れ
ば
と
て
之
れ
を
宥
さ
ば
國
憲
寛
に
し
難

し
。
必
党
刑
辟
を
犯
す
も
の
の
日
に
繁
き
は
、
化
瑯
の
未
だ
善
か
ら
ざ
る
に
よ
る
事
な
れ
ば
、
凡
そ
治
民
の
責
に
あ
る
も
の
は
、

化
に
重
を
買
く
べ
し
」
と
て
、
凡
そ
賓
践
す
べ
き
逍
徳
の
目
十
六
條
を
置
け
た
り
。
故
に
此
れ
を
康
煕
聖
訓
と
も
又
十
六
條
と
も
申
す
。

郎
ち
此
に
掲
げ
た
る
も
の
に
て
世
祖
六
諭
と
其
慈
味
は
同
じ
け
れ
ど
も
、
之
に
比
し
て
更
ら
に
精
密
で
あ
る
。
そ
れ
は
此
に
掲
げ
た
る
も

の
に
て
、
六
諒
の
方
は
一
箇
條
四
字
づ
つ
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
聖
諒
の
方
は
七
字
に
な
っ
て
ゐ
る
。
而
し
て
猶
之
れ
に
就
い
て
考
察
す
れ

即
ち
第
一
條
に
つ
き
て
い
へ
ば
、
敦
孝
弟
が
行
の
目
で
あ
っ
て
以
重
人
倫
が
其
行
の
結
果
と
な
つ
て
ゐ
る
。
さ
て
か
く

の
如
く
聖
祖
が
十
六
條
〇
賓
践
的
追
徳
の
標
準
を
示
し
た
る
も
の
を
前
に
述
べ
し
如
く
聖
祖
の
次
に
出
た
世
宗
が
各
條
に
就
い
て
其
意
を

の
み
と
あ
る
も
の
に
て
、

咆
拿
廣
訓
に
就
い
て

ノb‘



り
し
て
之
れ

人
に
て
、 千

五
百

し
、
て

む
鼠
、
し

こ
t
 

罰
き
し
な
り
°

々
ヽ

は
両
明
の

七

か
る
べ
し
。
第
五
此
れ
も
第
四
と
闊
聯
す
る
も
の

相
慮
し
相
助
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
往
々
細
故
を
以
て
相
手
ふ
、

の

り
起
り
、
動
胤
も
郷
常
よ
り
起
る
と
い

つ
ぎ
て
親
し
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
凡
そ
下
大
小
と
な
く
謙
沖
和
平
を
以
て
相
接
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
又
安
架
砥
息
共
に

た
る
を
郷
と
い

己
0
住
屈
に

し‘

此
れ
は
己
の
近
接
す
る
人

切
に
て
、
其
次
は
宗
朕
、
そ
れ
か

之
れ
に
羞
す
る
心
得
を
流
け
り
。

と
か
七
百
口
共
食
せ
し
例
な
ど
を
學
げ
て
宗
朕
間
の
親
和
肌
結
は
近
徳
上
、
極
め
て
大
切
な
る
れ
を
魂
け
り
。
第
三
條
は
人
は
家
が
最
大

い
ふ
順
次
と
な
る
0
で、

家
を

し
貧
賤
な
る
も
の
は
反
動
を
起
し
、
種
種
破
廉
恥
の？・

の
褒
湘
な
考
に
晶
ま
れ
、
或
は
小
人
の

が
往
々
に
し
て
あ
り
。
此
の
如
く
な
れ
ば
扉
睦
所
か
全
く
宗
族
た
る
下
を
忘
れ
、
路
傍
の
人
に
劣
る
や
う
に
な
る
と
て
、
背
九
世
同
居
、

は
宗
朕
に
厨
し
て
篤
い
怖
を
抱
い
て
屈
て
も
、

に
よ
り
て
、
宗
族
間
が
水
臭
く
な
る
事

分
を
忘
れ
、
此
れ

人
順
位
に
上
れ
ば
勢
利
を
怜
ん
で
威
張
り
散
し
、

の
名
界
を
偽
く
る
事
を
な
し
、
或
者
本
人

し
て
、

し
牧
慎
し
て
臭
れ
そ
う
な
も
0
と
し
て
常
に
不
平
を
生
じ
、
或
者
は
己
が

に）
、9l; 

li'J 

ぬ
3

或
者
富
者
は
多
吝
に
し
て

に
衣
兵
に
窮
す
る
も
0
あ
れ
ど
も
、
解
推
0

或
貧
者
多
求
而
生
依
望
之
息
、
卯
ち
今
少

に
吉
事
あ
れ
ば
己
〇

に

t

ヽ
ー
、

る
力
妍
<

凶
Jjf
あ
れ
ば
己
の
家
に
凶
ポ
あ
る
如
く
感
ぜ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
る
に
質
際
は
そ
う
行
か

部
分
で
あ
る
。
己
、
足
に

れ
ば
、
そ
れ
が
全
身
に
他
は
る
が
、

そ
れ
と
詞
様
に
宋
族
間
は
互
ひ
に
喜
袋
を
同
じ
く
し
、
・
＾
ヽ
→
~

こ

Lal
1IS 

,
l

欠

9

』
ノ
ー
リ
ー

其
源
あ
り
。
其
源
を
詞
じ
く
す
る
も
の
相
集
ま
り
て
此
に

を

:＇‘ ）
 

↓ヽ．て、

に

て

げ

が

見
れ
ば
己
れ
が
其
四
肢
百
盟
の

孫
及
び
こ
れ
よ
り
労
出
し
た
る
も
の

ひ
に
宗
朕
と
い
ふ
也
。

人
の
も
の
に
あ
ら
ず
。
必
ず

祖

‘

且
ご川＇

，呼f
'
 

、
古
臼
祖
一
と
上
に
濶
り
、
又
下
に
己
の

，
 孫

一
と
下
れ
ば
、
全
憫
九
と
な
る
。
高
祖
よ
り
下
玄

己
の
身
は
己
料

こ
？
入
ヽ

へ
↑
カ

は

は
尚
胄
0
所
謂
九
族
に
し
て
、
己

之
れ

一
に
置
け
た
り
。
猶
此
の

て
は
後
に
詳
述
す
べ
し
。

に
推
す
と

が
仁
と
な

こ
て
、

む
た
し
以
て、

前
は
家
に
あ
り
て
父
母
に
事
へ
兄
に
事
ふ
る
の
逍

、
父
一
、

/
｝
れ
ほ
ど
大
切
の
も
の
で
あ
る



常
時
支
那
に
揺
り
居
り
し
天
主
教
に

し
て
取
る
に
足
ら
ぬ
が
、
朝
廷
に
て
彼

な
り
。
已
に
勤
を
教
ふ
る
を
以
て
又
倹
を
教
へ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
薔
し
勤
は
固
よ
り
大
切
な
る
事
な
り
、
併
し
こ
こ
に
十
夫
よ
り
骨
を
折

り
て
物
資
を
作
り
て
も
、

一
夫
の
之
れ
を
濫
り
に
費
や
し
て
は
何
の
用
に
も
な
ら
ぬ
、
と
い
つ
て
冠
婚
喪
祭
等
に
就
き
各
其
本
分
に
安
し
、

房
屋
器
具
等
務
め
て
模
素
を
務
む
べ
き
を
誡
め
た
る
な
り
。
第
六
條
隆
學
校
云
々
は
他
條
と
は
一
寸
謡
味
が
違
つ
て
居
る
。
隆
學
校
と
は

國
家
の
や
る
事
で
あ
る
が
、
園
家
が
學
校
を
設
く
る
目
的
は
徒
に
其
智
識
を
長
じ
又
生
活
の
方
便
を
輿
ふ
る
に
あ
ら
ず
、
徳
性
を
涵
蓑
し

て
士
た
る
の
品
位
を
保
ち
、
衆
庶
の
標
雄
と
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
其
人
は
孝
弟
を
以
て
本
と
な
し
、
材
能
を
末
と
し
、

人
格
を
先
と
し
、
文
藝
を
後
と
し
、
證
義
を
守
り
、
廉
恥
を
重
じ
て
、
士
習
を
端
し
く
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
い
へ
ば
此
れ
は
學
校
に
あ

る
生
徒
の
み
に
到
す
る
教
の
や
う
に
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
い
。
廣
訓
に
よ
れ
ば
、
學
校
は
五
倫
の
道
を
教
ふ
る
事
が
主
眼
に
な

つ
て
居
る
が
、
五
倫
の
道
は
何
人
も
必
ず
由
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
あ
っ
て
、
若
し
字
を
知
ら
ぬ
百
姓
で
も
兵
士
で
も
其
行
ふ
所
五
倫
の
道

に
協
っ
た
ら
ば
、
そ
れ
が
即
ち
士
で
あ
る
。
そ
れ
で
彼
等
生
徒
た
る
も
の
が
、
國
家
が
學
狡
を
設
け
た
る
怠
味
を
知
り
、
之
れ
を
重
じ
、

士
習
を
端
す
事
は
勿
論
な
る
が
、
兵
民
等
も
己
れ
が
其
内
に
居
ら
ぬ
か
ら
無
闘
係
な
も
の
と
思
は
ず
、
縦
令
其
内
に
居
て
詔
書
學
間
を
し

な
く
と
も
、
學
校
の
重
ず
べ
き
を
知
り
て
、
己
れ
も
士
た
る
事
を
希
ひ
て
、
徳
性
を
尚
び
鴎
義
を
守
れ
よ
と
一
般
的
に
教
訓
さ
れ
た
る
も

の
と
成
つ
て
ゐ
る
。
其
次
は
隅
異
端
以
崇
正
學
、
正
學
と
は
申
す
迄
も
な
く
党
舜
函
湯
文
武
周
公
孔
子
相
他
の
偏
學
に
て
、
之
れ
に
反
す

る
も
の
を
異
端
と
い
ふ
。
那
正
の
廣
訓
に
よ
れ
ば
、
膵
老
の
如
き
も
亦
異
端
な
り
と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
必
ず
し
も
佛
追
を
禁
ず
る
の
怠
味

で
な
い
。
佛
道
と
て
も
善
を
働
め
悪
を
懲
す
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
讀
杏
人
は
必
ず
し
も
之
れ
に
頼
る
を
須
ひ
ざ
れ
ど
も
、

愚
浪
無
智
の
も
の
に
は
或
程
度
に
は
必
要
で
あ
れ
ど
も
、
此
れ
よ
り
生
ず
る
所
の
或
祇
に
あ
り
て
は
愚
俄
の
迷
信
を
そ
そ
り
、
或
は
秘
密

の
圃
憫
な
ど
を
作
り
、
社
會
の
秩
序
を
胤
り
風
俗
を
害
す
る
事
あ
り
、
此
等
は
取
締
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
薙
正
は

し
、
之
れ
を

つ
て
居
る
。
教
と
し
て

等
西
洋
薄
教
師
を
用
ひ
て
居
る
は
彼
等
が
肝
算
に
通
嗅
す
る
を
以
て
其
長
所
を
取
る
の
慈
に
出
ず
、
決
し
て
其
教
を
善
い
と
し
た
も
の
で

な
い
と
覇
言
し
て
ゐ
る
。
結
局
こ
う
な
れ
ば
油
朝
に
て
は
信
教
の
自
由
は
な
い
事
に
な
る
の
で
、
此
れ
は
油
朝
の
末
西
洋
の
勢
力
が
強
く

聖
論
廣
訓
に
就
い
て

ノ＼



知
縣
が

聖
品
阪
訓
に
就
い
て

に）

之
れ

名）

と
し‘

」
て
、

し
た

i 主

じ）

九

士
0
如
き
も
の
も
な
く
、
其
代
り

の

で
、
法
律
は
徒
徳
治
を
助
く
る
も
の
位
に

へ
て

丈
の
務
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

に
聖
諭
廣
訓
を
白
話
憫
に

荀
も
祖
宗
の
出
し
た
る
教
有
で
あ
る
以
上
之
れ
を
胴
去
す
る
市
は
萬
幽
出
来
ぬ
0
で

る
も
の
を
見
れ
ば
、
天
主
教
に
闘
す
る
一
節
は
匹
際
剛
去
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
其
次
は
講
法
律

以
倣
愚
頑
、
法
律
は
即
ち
大
油
律
例
の
事
也
。
法
律
は
帝
王
己
を
得
ず
し
て
之
れ
を
川
ふ
る
も
の
な
れ
ば
、
平
屈
法
律
の
邸
義
に
通
暁
し

之
れ
を
犯
か
さ
ざ
る
や
う
に
心
を
川
ひ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
凡
法
律
は
其
條
文
多
し
と
雖
、
愉
に
狐
じ
刑
に
疫
る
に
迎
ぎ
ず
。
天
理
人
怖
は

人
の
同
じ
く
具
ふ
る
所
な
れ
ば
、
心
仙
狸
の
中
に
什
す
れ
ば
身
必
ず
法
律
の
内
に
陥
ひ
る
事
な
か
る
べ
し
と
い
へ
り
。
次
に
明
饂
譲
以
厚

風
俗
。
此
れ
は
中
す
事
も
な
し
。
訓
子
弟
以
禁
非
為
は
世
0
父
兄
た
る
も
の
に
罰
す
る
訓
誡
な
り
。
天
子
は
天
下
の
主
と
し
て
、
萬
民
の

教
化
を
掌
る
事
は
勿
論
な
れ
ど
も
、
父
兄
た
る
も
の
は
各
其
千
弟
に
賢
す
る
に
は
責
任
を
分
た
ね
ば
た
ら
ぬ
。
何
如
と
な
れ
ば
、
大
概
人

の
善
悪
の
分
る
る
は
其
幼
時
に
あ
り
て
父
兄
の
注
謡
す
る
と
否
と
に
あ
り
。
己
れ
子
弟
0
訓
を
忘
れ
た
り
と
唯
其
孝
弟
を
責
む
る
の
は
不

可
と
い
ふ
事
を
述
べ
た
る
が
此
條
の
主
旨
た
り
。
第
十
條
務
本
業
以
定
民
志
。
本
業
と
は
各
人
の

な
し
。
此
れ
に
よ
り
て
衣
食
す
る
と
同
時
に
之
れ
を
以
て
世
に
奉
公
す
。
世
の
中
の
為
め
に
た
ら
ず
、
唯
衣
食
の
み
を
得
す
る
も
の
は
此

に
は
本
業
と
せ
ず
。
士
は
仕
へ
て
緑
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
て
生
活
は
す
れ
ど
も
、
其
れ
計
り
で
は
可
か
ぬ
、
必
ず
世
の
用
、
即
ち
士
た
る

り
工
商
た
り
皆
然
ら
ざ
る
は
な
し
。
夫
れ
身
の
習
ふ
所
を

に
は
往
々
其
業
に
就
き
日
久
し
く
し
て
厭
を
生
じ
、
駕
を
舎
て
て
新
を
閻
る
。

知
ら
ば
、
何
も
他
を
羨
や
む
必
要
な
く
、
其
志
自
ら
定
ま
る
べ
き
な
り
。

十
一
條
は
一
寸
今
日
の
我
輩
に
は
耳
遠
き
が
、
常
時
支
那
に
て
は
、
必
要
な
る
個
條
た
り
し
也
。

な
る
に
従
ひ
祗
論
が
面
倒
に
な
っ
て
末
た
。

か
し
、
除
り
具
備
し
居
ら
な
い
し
、
裁
判
と
て
も
地
方
に
あ
り
て
は
知
府

こ
の
廣
訓
の
一
節
を
訓
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ

一
盟
支
那
は
前
申
す
如
く
徳
治
主
義

な
っ
て
油
朝
Q

凡
そ
人
と
し
て
業
務
な
き
は

し
心
の
向
ふ
所
を
志
と
な
す
。
世
の
中

は
其
境
遇
よ
り
動
か
さ
れ
て
一
念
滸
移
し
、
徒
ら
に

人
を
羨
み
、
非
分
の
督
を
な
す
に
至
る
。
是
れ
本
業
を
務
め
ざ
る
の
致
す
所
た
り
。
荀
も
本
業
は
費
い
も
の
で
あ
り
、
貴
賤
等
差
な
き
を

る
に
及
ん
だ
。
併
し
消

れ
た
が
、
さ
れ
ば
と
い
つ
て
、



し
て
無
名
の
費
を
面
索
し
た
り
、
應
納
の
敷
以
上
を

其
一
部
（
映
文
）
人
民
の
苦
を
免
る
為
め
か
ら
い
つ
て
も

如
き
不
心
得
な
き
様
に
と
い
ふ
な
り
。

聖
論
廣
訓
に
就
い
て

に
訟
師
と
い
ふ
も
あ
っ
た
。
此
れ
は
地
方
に
て
は
進
學
即
ち
秀
オ
の
資
格
あ
り
て

が
や
る
。
こ
の
訟
師
は
裁
判
沙
汰
が
な
け
れ
ば
金
（
も
う
）
け
が
出
来
ぬ
か
ら
、
々
の
企
を
な
し
て
、
甲
と
乙
と
の
間
に
訴
訟
を
起
さ

せ
た
り
、
又
金
持
ち
の
家
て
て
も
あ
れ
ば
全
く
根
も
葉
も
な
き
事
を
造
つ
て
官
に
訴
へ
、
迫
に
よ
り
て
財
を
貪
る
。
地
方
官
に
立
派
な

人
が
居
れ
ば
其
者
を
ば
却
つ
て
臨
告
を
以
て
罰
す
る
け
れ
ど
も
、
或
場
合
に
は
其
欺
岡
す
る
所
と
な
り
て
善
良
な
人
民
に
非
常
な
る
禍
を

一
條
此
れ
も
清
朝
常
時
の
事
を
知
ら
ね
ば
分
ら
ぬ
。
寓
は
か
く
ま
ふ
事
な
り
。
逃
は
其
居
る
べ
き
慮
よ
り
遁
出
し
た
る
も
の
に
て
、

そ
れ
を
官
に
告
け
ず
、
蔵
匿
す
る
事
を

此
れ
は
一
般
の
逃
民
を

す
3

郎
ち
清
朝
に
は
八
旗
兵
（
満
蒙
漢
）
と
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
其
れ
が
京
師
を
護
衛
す
る
事
に
な
っ
て
居
、
又
内
地
の
要
所
に
置
か
れ
て

あ
っ
た
。
此
れ
を
駐
防
と
い
ふ
（
開
封
・
山
東
酋
州
・
江
南
江
寧
•
福
建
扁
州
・
浙
江
抗
州
）
。所で
此
等
の
も
の
は
昔
我
園
の
武
士
の
如
き
も

の
に
て
世
襲
の
も
の
あ
り
て
、
他
の
職
業
に
易
る
事
も
出
来
ず
、
又
本
虞
を
移
易
し
て
他
の
地
に
行
き
一
般
漠
人
と
維
居
す
る
事
を
厳
然

し
た
も
の
に
て
、
此
等
は
主
の
緑
を
受
け
特
別
恩
あ
る
に
か
か
は
ら
ず
、
兵
役
を
厭
ひ
泊
出
す
と
い
ふ
は
不
忠
不
義
に
て
國
に
例
禁
あ
る

が
、
又
樅
人
の
方
で
故
ら
に
之
を
爵
匿
す
る
と
い
ふ
は
不
都
合
に
て
、
法
律
に
て
は
此
れ
に
辿
坐
す
る
こ
と
に
な
っ
て
居
る
か
ら
、
此
の

第
十
四
條
完
錢
糧
以
省
催
科
。
錢
糧
は
即
ち
租
税
の
事
に
て
、
珈
正
の
版
訓
に
は
租
税
は
決
し
て
、
天
子
一
身
の
為
に
取
る
も
の
で
な

く
、
國
家
の
純
費
を
支
彿
ふ
も
の
に
て
、
園
家
の
紐
費
と
い
ふ
も
の
は
、
結
局
躙
家
は
人
民
の
為
め
に
あ
る
も
の
に
て
、
人
民
は
自
分
を

世
話
保
護
し
て
臭
れ
る
も
の
及
び
其
事
業
の
為
め
に
出
す
も
の
た
る
下
を
辮
明
し
、
そ
れ
か
ら
、
若
し
人
民
が
其
納
税
の
義
務
を
怠
り
た

る
時
、
有
司
に
は
奏
釣
の
限
あ
る
を
以
て
、
致
方
な
く
、
其
催
促
を
な
す
、
然
る
に
そ
の
催
促
を
な
す
に
は
晋
役
と
い
ふ
地
方
狐
0
小
使

の
や
う
な
も
の
を
使
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
敷
多
い
行
役
の
内
に
は
悪
い
も
の
が
居
て
、
年
貢
未
納
と
い
ふ
弱
動
を
つ
か
ま
へ
て
、
人
民

て
之
れ
を
取
り
、 や

う
で
あ
れ
ど
も
廣
訓
を
見
れ
ば
、
或
る
種
類
の
も
の
を
斥

輿
ふ
る
事
あ
り
、
故
に
之
れ
を
誡
し
む
る
な
り
。

の
出
来
る
も
の
で
、
而
も
心
の
善
か
ら
ざ
る
も
の

-「



何
時
と
は
な

い
て

しつ

に
用
ら
れ
た
が
、
矢
張
佛
寺
参
拝
0
目
的
〇

紳
祉
佛
寺
の

か
ら
あ
り

3

そ
れ

て

に
て
、
佛
寺
0

ま
で
我
闘
に
現
存
せ
り
。

る
に
そ
れ
が

れ
は
各
地
方
即
ち
外
省
到
る
所
の
郷
村
に
於
い
て
、

3

レ
し
し

し

む

サ

i

と
い
ふ
事
は
我
図
に
も
昔

て

に
は
之
れ
を
4

な
さ
ず
、

府
知
州
知
縣
に

し
、
又
一
方
よ
り
は
學
政
0

府
州
縣
で
あ
っ
て
、
府
州
縣
に
は
教
官
と
い
つ
て
、
府
に
て
は
教
授
、

什
こ
1
,
g
 

緑
こ
て

＇
~
~
 

は
其
大
骰
を
申
す
と
き
は
、
地
方
0
大
官
督
撫
若
く

宣
布
の
責
任
あ

郎
ち
今
0

以
て
言
へ
ば
之
れ

直、｛

る
と
て
、
一

る
か
ら
能
く
恨
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言
っ
て
居
る
。

し
て

，く、
日
0
カ書

滴
亦
不
可
用
と
ま
で
は
言
は
ざ
れ
ど
も
、
か
か

も
の
で
、

に
よ
り
人
と
喧
嘩
ロ

十
六
條
は
己
0

一
身
は
平
素
は

そ
れ
は
不
可
な
り
。
宜
し
く
其
圃
結
を
堅
く
し
て
、
盗
賊
の
害
を
根
絶
す
べ
し
と
い
ふ
な
り
。

て
兵
と
し
て
は
朝
廷
の
御
為
め
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
誠
に
大
切
な

し
て
、
身
命
を
失
ふ
如
き
は
誠
に
つ
ま
ら
ぬ
、
其
原
因
を
考
ふ
れ
ば
、
多
く
は
倣
酒
よ

以
上
は
聖
諭
廣
訓
の
大
旨
で
あ
る
が
、
其
目
的
は
誼
淋
人
以
上
よ
り
も
其
以
下
の
民
衆
に
之
れ
を
知
り
宜
行
せ
し
む
る
が
目
的
で
あ
る
。

い
て
は
世
祖
以
束
非
常
に
其
方
法
に
就
い
て
苦
心
し
た
が
、
先

で
あ
る
が
、
直
接
人
民
に
闘
係
あ
る
も
の
は

い
ふ
も
の
が
あ
る
。
此
れ
は
知

地
方
に
て
は
今
中
す
州
縣
の
長
官
と
教
官
と
が
之
れ
を
宣
布
す
る
0
任

0
地
位
に
あ
り
。
然
ら
ば
誰
れ
が
之
れ
を
や
る
か
と
い
ふ
に
、
そ

、、。

，
ヽ
’
}

¥
¢
 

と
し
て

し
て
、

に
流
れ
易
く
、
唯
自
分
一
身

0
事
〇

え
て
、

こ
盗
賊
あ
り
て
も
知
ら

し
て
ゐ
る
が
、

は
十
家
を
甲
と
い
ひ
、
十
甲
を
保
と
い
ふ
こ
甲
に
長
あ
り
、
保
に
正
あ
り
、

し
む

3

此
れ
は
昔
よ
り
制
度

し‘

゜
つ

せ
ぬ
、

て

（ニ

任
す
。
此

い
て
か
保
甲
あ
り
。
甲

第
十
五
條
聯
保
甲
以
弧
盗
賊
。
支
那
で

ふ
し
た
が
｀
よ
い
と
い

？・

申
す
如
く
徳
治
を
主
と
し
、
唯
し
は
り
と
人
民
を
治
む
る
が
目
的
に
て



る
為
め
の
融
通
組
合
を
も
講
と
稲
し
、
後
に
は
全
く
宗
教
と
は
開
係
な
く
頼
母
子
講
・
無
盛
講
な
ど
い
ふ
も
の
が
あ
り
、
段
段
講
の
意
味

つ
て
来
た
。
支
那
に
も
誹
佛
参
芥
の
為
め
の
醐
金
組
合
の
講
も
あ
る
と
い
ふ
事
な
る
が
、
こ
の
謂
は
我
國
に
於
け
る
最
初
の
意
味
を

持
っ
た
る
郎
ち
聴
講
を
目
的
と
す
る
組
合
に
て
、
大
城
市
は
勿
論
、
何
如
な
る
田
舎
に
て
も
多
少
人
が
集
り
住
ん
で
あ
る
所
に
は
、
こ
の

講
が
強
制
的
に
設
け
ら
れ
た
。
乾
隆
十
一
年
證
部
の
議
准
、
四
川
茂
州
三
十
六
塞
は
悉
く
番
民
の
居
住
す
る
所
な
る
が
、
塞
中
適
嘗
の
地

方
に
於
い
て
講
約
所
を
設
け
、
聖
諒
廣
訓
を
其
地
方
語
に
醗
靡
し
て
家
ご
と
に
喩
し
、
戸
こ
と
に
嗅
す
べ
し
と
い
ふ
事
を
定
め
、
又
五
十

二
年
の
證
部
の
議
准
に
よ
れ
ば
、
映
甘
二
省
に
は
回
民
多
く
、
其
性
架
院
の
氣
に
富
み
、
甚
だ
制
御
し
難
け
れ
ば
、
嗣
後
漢
民
と
共
に
諧

約
所
に
集
め
聴
講
せ
し
む
べ
し
と
い
へ
り
。
勿
論
か
か
る
事
は
規
則
に
な
っ
て
居
れ
ど
も
、
之
れ
を
属
行
さ
れ
た
時
代
と
否
ら
ざ
る
時
代

と
あ
れ
ど
も
、
康
煕
乾
隆
の
時
代
、
清
朝
の
極
盛
時
代
に
あ
り
て
は
、
あ
の
廣
い
邊
僻
の
地
ま
で
行
は
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
此
の
講

約
に
は
其
長
が
あ
る
、
此
れ
を
約
正
と
申
す
。
重
も
に
地
方
に
て
皐
人
貢
生
生
員
等
の
内
よ
り
老
成
に
て
徳
望
あ
る
も
の
を
選
び
、
又
其

外
に
直
月
三
四
人
あ
り
。

こ
れ
は
約
副
の
如
き
も
の
に
て
、
苺
月
代
り
番
に
て
一
日
と
十
五
日
に
衆
を
集
め
て
講
繹
を
な
す
と
い
ふ
事
に

な
つ
て
居
る
。
尤
清
朝
時
代
に
於
い
て
規
定
も
愛
り
、
又
元
来
聖
諭
の
宣
布
が
目
的
で
あ
る
以
上
、
地
方
の
状
況
に
よ
り
て
逍
方
を
違
ヘ

て
宜
し
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
居
る
か
ら
、
必
ず
し
も
之
れ
と
同
一
な
ら
ず
。
例
せ
ば
宣
講
す
る
に
も
約
正
約
副
は
唯
事
務
を
す
る
丈
に
て

別
に
司
諧
と
い
ふ
も
の
を
立
て
た
所
も
あ
る
。
又
或
る
地
方
官
に
よ
り
て
は
、
其
管
内
の
郷
約
に
て
は
、
唯
宣
謂
す
る
の
み
な
ら
ず
、
講

約
の
人
名
簿
を
作
ら
せ
、
其
内
の
人
の
侮
日
の
行
為
と
十
六
條
と
酎
照
し
、
其
行
が
聖
諭
の
條
に
合
し
て
を
る
か
、
反
し
て
を
る
か
、
又

初
め
は
講
約
中
の
某
が
、
行
が
聖
諭
の
某
條
に
違
ふ
て
居
た
が
、
宣
講
を
聴
く
に
よ
り
て
改
悔
し
た
か
と
い
ふ
事
を
記
載
し
、
た
母
月
朔
望

宣
講
の
と
き
、
聖
論
を
書
い
た
る
木
牌
の
前
に
て
其
善
を
褒
め
、
悪
を
誡
む
る
こ
と
を
し
た
例
も
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
此
の
聖
諒
は
勿
論
讀
書
人
以
下
の
も
の
と
封
す
る
の
が
目
的
で
は
あ
る
が
、

出
来
ぬ
。
そ
れ
で
こ
れ
を
讀
書
人
に
知
ら
す
る
に
は
何
如
な
る
事
を
な
し
た
か
と
い
ふ
に
、
童
生
が
進
學
の
試
験
を
受
く
る
に
縣
試
府
試

院
試
の
三
段
階
を
受
る
事
に
な
っ
て
ゐ
る
が
、
各
試
に
各
覆
試
と
い
ふ
も
の
あ
り
。

カ；

聖
読
廣
訓
に
就
い
て

一
度
試
み
て
合
格
と
な
り
た
る
も
の
を
又
念
の
為
め

と
て
も
此
れ
を
知
ら
ず
に
居
る
事
は



｀ こ

し‘

て

な
る
と
い
ふ
0
は
、
か
か

に
見
え
ぬ
も
の
な
り
。
そ
れ
よ
り
も
租
税
0

く
ゆ
く
と
か
、

る
が
、
常
に
有
名
無
賞
に

に
弛
む
。
殊
に
こ
の

で
あ
っ
て
、
初
の
内
は
や
つ
て
も
そ
れ
が

に
有
名
無
匹
に
な
っ
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と

此
の

が
、
古
文
で
湛
い
て
あ
る
か
ら
一
般
0
兵
民
に
は
分
ら
ぬ
。
そ
れ
で
白
話
佃
語
を
以
て
平
易
に
分

之
を
申
す
に
（
鋏
文
）
：
・
…

の
方
法
は
誠
に
組
織
的
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
油
朝
の
他
の
法
規
と
共
に
或
る
時
代
に
は
励
行
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
直
ち

い
ふ
に
聖
諒
の
普
及
は
地
方
官
の
責
と
な
り
、
普
及
の
何
如
は
其
考
課
に
闘
係
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て

（
以
下
峡
文
）

い
た
も
の
が
澤
山
あ
る
へ
｝
今

丁

＇` し
ヽ

1
¥
J
l
l

ロ

に）

を

に
な
つ
て

に
つ
き
て
は
、
世
宗

に
な
つ
て
居
る

録
取
を
許
る
さ
ず
。
此
れ

ヽ

と
＞

f

し

、

そ
オ
カ

し
て
も
同
様
で
、
各
省
将
軍
提
腎
等
は
皆
所
厨
部
除
に
命
じ
て
兵

る
が
、

0

一
條
を
出
し
て
之
れ

若
十
字
以
上
0
誤
り
あ
る
時
は
折
角
學
科
に
は
合
格
し
て
も




