
こ
れ
は
、
ｌ
仏
祖
が
伝
え
て
き
た
の
は
、
即
心
是
仏
と
い
う
こ
と
の
象
で

あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
イ
ン
ド
に
は
な
く
、
中
国
で
は
じ
め
て
き
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
だ
が
、
学
者
の
多
く
は
そ
の
意
味
を
取
り
違
え
て
い
る
た
め
に
、

「
将
錯
就
錯
」
し
な
い
。
だ
か
ら
外
道
と
同
じ
考
え
方
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と

誤
り
に
誤
り
を
重
ね
る

し
よ
う
さ
く
じ
ゆ
さ
く

道
元
は
、
修
証
一
等
の
思
想
を
語
る
の
に
、
「
将
錯
就
錯
」
と
い
う
言
葉
を

し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
な
の
か
？
こ
の
こ
と
を

（
１
）

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
前
著
に
す
で
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
言
葉
の
基

本
的
な
意
味
を
も
う
一
度
こ
こ
で
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
の
具
体
的
な
用
法
を

ゑ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

「
将
錯
就
錯
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
即
心
是
仏
」
の
巻
の
冒
頭
、
次
の
文
中

に
ゑ
ら
れ
る
の
が
初
出
で
あ
る
。

仏
仏
祖
祖
、
い
ま
だ
ま
ぬ
か
れ
ず
保
任
し
き
た
れ
る
は
、
即
心
是
仏
の
み

な
り
。
し
か
あ
る
を
、
西
天
に
は
即
心
是
仏
な
し
、
震
旦
に
は
じ
め
て
き

け
り
。
学
者
お
ほ
く
あ
や
ま
る
に
よ
り
て
、
将
錯
就
錯
せ
ず
。
将
錯
就
錯

り
ん
ら
く

せ
ざ
る
ゆ
ゑ
に
、
お
ほ
く
外
道
に
零
落
す
。

道
元
の
言
語
表
現
ｌ
可
将
錯
就
錯
」

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
す
る
道
元
の
批
判
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

「
し
め
し
て
い
は
く
、
こ
の
こ
と
ば
、
も
と
も
は
か
な
し
。
も
し
な
ん
ぢ
が
い

ふ
ご
と
く
な
ら
ば
、
こ
こ
ろ
あ
ら
ん
も
の
、
た
れ
か
こ
の
む
ね
を
を
し
へ
ん

に
、
し
る
こ
と
な
か
ら
ん
。
し
る
べ
し
、
仏
法
は
ま
さ
に
自
他
の
見
を
や
め
てけ

学
す
る
な
り
。
も
し
自
己
即
仏
と
し
る
を
も
て
得
道
と
せ
ぱ
、
釈
尊
む
か
し
化

ど
う

道
に
わ
づ
ら
は
じ
」
。
こ
こ
に
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
道
元
が
若
い
こ
ろ
疑
問

を
も
っ
た
「
本
来
本
法
性
、
天
然
自
性
身
」
の
考
え
方
、
す
な
わ
ち
、
自
分
の

い
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
道
元
の
い
う
外
道
の
見
と
は
、
「
辨
道
話
」
の
巻
に
象
ら
れ
る
、
次

の
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。

あ
る
が
い
は
く
、
「
仏
法
に
は
、
即
心
是
仏
の
む
ね
を
了
達
し
ぬ
る
が
ご

と
ぎ
は
、
く
ち
に
経
典
を
詞
せ
ず
、
身
に
仏
道
を
行
ぜ
ざ
れ
ど
も
、
あ
へ

て
仏
法
に
か
け
た
る
と
こ
ろ
な
し
。
た
だ
仏
法
は
も
と
よ
り
自
己
に
あ
る

と
し
る
。
こ
れ
を
得
道
の
全
円
と
す
。
こ
の
ほ
か
さ
ら
に
他
人
に
む
か
ひ

ば
ん
と
う

て
も
と
む
べ
き
に
あ
ら
ず
、
い
は
ん
や
坐
禅
辮
道
を
わ
づ
ら
は
し
く
せ
む

や
」
。

春
日
佑
芳
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心
が
本
来
ほ
と
け
な
の
だ
か
ら
、
修
行
も
何
も
必
要
な
い
、
自
分
の
心
に
思
う

ま
ま
に
生
き
て
い
け
ば
い
い
の
だ
と
い
う
、
心
常
相
滅
の
考
え
で
あ
り
、
そ
れ

を
道
元
は
外
道
の
見
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
わ
か
る
。

そ
こ
で
問
題
は
、
先
の
一
文
に
お
い
て
道
元
が
、
「
即
心
是
仏
」
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
誤
っ
た
考
え
が
生
ず
る
の
は
、
「
将
錯
就
錯
」
し

あ
や
ま

な
い
か
ら
だ
と
い
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
「
錯
り
を
も
っ
て
錯

り
に
つ
く
」
と
訓
読
さ
れ
、
誤
り
に
誤
り
を
重
ね
る
、
誤
っ
た
考
え
か
ら
は
誤

り
し
か
出
て
こ
な
い
と
い
う
、
悪
い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
が
普
通
の
用

法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
道
元
は
こ
こ
で
、
「
将
錯
就
錯
」
し
な
い
か
ら
外
道

と
同
じ
考
え
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
な

ぜ
な
の
か
？
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
の
で
、
こ
の
言
葉
は
、
こ
れ
ま
で
さ

（
２
）

ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
道
元
の
い
お
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
、
的
確
に
捉
え
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
う
。

私
は
、
道
元
が
こ
の
言
葉
を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
誤
っ
た
前
提
か
ら

は
誤
っ
た
結
論
し
か
出
て
こ
な
い
、
そ
れ
と
同
様
に
、
修
か
ら
は
証
し
か
出
て

こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
う
。
証
と
は
、
修
の
と
き
に
見
る
世
界

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
証
の
世
界
を
見
て
い
る
こ
と
と
、
修
行
し
て
い
る
こ
と
と

は
同
じ
概
念
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
元
は
こ
の
こ
と
を
、
修
と
証
と
は

「
錯
々
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
道
元
が
修
証
一
等
を
語

る
の
に
用
い
る
、
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
右
の

よ
う
な
意
味
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
文
章
を
読
象
取
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
思
う
。
こ
の
こ
と
を
次
に
、
こ
の
言
葉
の
具
体
的
な
用
法
を
と
お
し
て
ゑ
て

お
こ
う
。

大
意
は
、
Ｉ
「
祖
師
西
来
の
意
」
と
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
証
・
仏
心

（
正
法
眼
蔵
浬
藥
妙
心
）
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
そ

れ
は
、
こ
の
心
、
こ
の
仏
、
こ
の
物
な
ど
と
、
見
て
直
示
的
に
語
る
こ
と
の
で

き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
修
の
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
「
い
か
な
る
か
、
こ

れ
祖
師
西
来
の
意
」
と
い
っ
た
の
は
、
眼
前
の
証
の
世
界
を
見
て
、
そ
れ
は
何

さ
ら
に
道
取
す
る
に
、
か
れ
に
不
是
な
き
な
り

は
く
じ
ゆ
し
じ
よ
う
し
ゆ
う

「
栢
樹
子
」
の
巻
に
、
拍
州
の
問
答
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
僧
が
「
い
か

な
る
か
、
こ
れ
祖
師
西
来
の
意
」
（
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
仏
法
を
伝
え
た
達
磨

大
師
の
心
、
す
な
わ
ち
、
仏
祖
の
心
・
証
の
心
と
は
何
か
）
と
問
う
た
の
に
対

し
、
趙
州
が
、
「
庭
前
の
栢
樹
子
」
（
庭
先
に
見
え
る
あ
の
栢
の
樹
だ
）
と
答

え
た
、
と
い
う
問
答
で
あ
る
。

こ
の
趙
州
の
答
は
、
唯
心
論
者
に
は
、
「
証
と
は
、
無
心
に
な
り
切
っ
た
と

き
に
見
る
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
ま
自
分
が
見
て
い
る
庭
先

の
栢
の
樹
だ
」
と
い
っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
道
元
の
解
釈
は
、
そ
れ
と
は
違
う
。
こ
う
答
え
た
と
き
鎗
州
は
、
修
と
証

と
の
錯
々
の
関
係
を
語
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
。

こ
の
道
元
の
解
釈
を
読
承
取
る
た
め
に
は
、
多
少
長
く
な
る
が
、
ま
ず
次
の

一
文
か
ら
ゑ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
祖
師
西
来
意
」
か
な
ら
ず
し
も
正
法
眼
蔵
浬
藥
妙
心
に
あ
ら
ざ
る
な

し
ゆ
お
し

り
。
不
是
心
な
り
、
不
是
仏
な
り
、
不
是
物
な
り
。
い
ま
「
如
何
是
祖
師

西
来
意
」
と
道
取
せ
る
は
、
問
取
の
ゑ
に
あ
ら
ず
、
両
人
同
得
見
《
両
人

お
な
じ
く
得
見
》
の
み
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。

一
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大
意
は
、
Ｉ
こ
の
よ
う
に
間
う
て
い
る
と
き
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
も

の
は
、
誰
に
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
に
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は
心
に

何
か
を
見
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
己
の
修
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
の
修
が
あ
る
以
上
、
こ
の
と
き
さ
ら
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
、
「
い
ま

自
分
の
見
て
い
る
こ
の
世
界
が
証
で
あ
る
」
と
。
こ
う
言
い
切
る
こ
と
に
な
ん

の
妨
げ
も
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
修
と
証
と
は
錯
々
で
あ
り
、
同
じ
概
念
な
の

だ
。
錯
々
だ
か
ら
、
こ
の
と
き
自
己
の
修
を
規
準
と
し
て
、
い
ま
眼
前
に
見
る

世
界
を
証
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
Ｉ

か
と
間
う
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
両
人
が
そ
こ
に
同
じ
も
の
を
見
て
い
る
、

と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
も
な
い
。
「
こ
こ
に
あ
る
の
は
何
か
？
修
で
は
な
い

の
か
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ｌ

こ
こ
で
道
元
は
、
「
祖
師
西
来
の
意
」
（
証
）
と
は
修
の
こ
と
だ
、
と
い
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
不
是
心
、
不
是
仏
、
不
是
物
」
と
い
う
言
葉

に
示
さ
れ
て
い
る
。
読
く
文
章
は
、
こ
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
の

帰
結
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

し
よ
う
と
う
い
ん
も

正
当
悠
塵
問
時
は
、
一
人
也
未
可
相
見
《
一
人
も
い
ま
だ
相
見
す
べ

か
ら
ず
》
な
り
、
自
己
也
能
得
幾
《
自
己
も
ま
た
よ
く
、
い
く
ば
く
を
得

こ
む
ふ
し

ん
や
》
な
り
。
さ
ら
に
道
取
す
る
に
、
渠
無
不
是
《
か
れ
に
不
是
な
し
》

な
り
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
錯
錯
な
り
、
錯
錯
な
る
が
ゆ
ゑ
に
将
錯
就
錯
な
り
。

し
よ
う
こ
せ
つ
こ
う
つ
づ
か
つ
た
つ
り
ん

承
虚
接
響
《
虚
を
う
け
て
響
き
に
接
ぐ
》
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
。
諮
達
霊

こ
ん
む
き
よ
う
は
い

根
無
向
背
《
か
っ
た
つ
の
霊
根
、
向
背
な
し
》
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
「
庭

前
栢
樹
子
」
な
り
。

「
さ
ら
に
道
取
す
る
に
、
か
れ
に
不
是
な
き
な
り
」
諺
こ
れ
は
諺
修
の
と
こ

ろ
に
、
さ
ら
に
重
ね
て
言
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
自
己
の
眼
前
に
見
る
世
界

は
証
で
あ
る
、
と
断
言
し
て
も
か
ま
わ
な
い
、
こ
の
世
界
（
か
れ
）
に
は
不
都

合
（
不
是
）
な
点
は
何
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
元
は
こ
こ
で
、
こ

の
と
き
の
修
か
ら
証
へ
の
転
回
を
、
錯
々
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
行
文
に
も
、
道
元
の
言
語
表
現
の
恐
る
べ
き
切
れ
味
が
秘
め
ら
れ
て
い

ブ
（
》
。

以
下
の
大
意
は
、
１
１
虚
を
受
け
て
響
き
を
な
す
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と

で
は
な
い
か
？
か
っ
た
つ
自
在
の
修
行
（
霊
根
）
は
、
証
の
世
界
に
面
し
、

そ
れ
を
見
て
い
る
と
き
も
、
証
を
脱
落
し
て
修
す
る
と
き
も
、
全
く
同
じ
も
の

で
あ
り
、
向
背
は
な
い
。
錯
々
で
あ
る
。
だ
か
ら
趙
州
は
こ
こ
で
、
「
祖
師
西

来
の
意
」
（
証
）
と
は
何
か
？
と
い
う
こ
の
僧
の
問
に
対
し
て
、
修
行
を
続
け

て
い
る
自
分
の
見
て
い
る
「
あ
の
庭
前
の
柄
樹
子
だ
」
と
答
え
た
の
だ
。
ｌ

「
虚
を
う
け
て
響
き
に
つ
づ
く
」
と
は
、
な
ん
の
音
も
し
な
か
っ
た
の
に
反

響
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
道
元
は
、
証
の
世
界
を
見
る
と
い
っ
て

も
、
そ
れ
は
修
と
い
う
音
が
最
初
の
原
因
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
証
と
い
う
響

き
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
、
証
と
相
対
し
、
そ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な

も
の
は
何
も
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
修
と
証
と
は
因
果
関
係
に
あ

る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
か
っ
た
つ
の
霊
根
、
向
背
な
し
」
と

い
う
と
ぎ
の
「
霊
根
」
と
は
、
修
行
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
修
は
、
証

の
世
界
に
向
か
い
そ
れ
を
見
て
い
る
と
き
も
、
証
を
背
に
し
て
修
し
て
い
る
と

き
も
、
錯
々
で
あ
り
、
向
背
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
違
っ
た
も
の
に
な
る
の
で
は

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
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大
意
は
、
ｌ
証
の
世
界
か
ら
、
門
を
出
て
修
行
に
帰
る
と
き
、
あ
た
り
は

一
面
の
草
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
門
を
入
っ
て
ふ
た
た
び
証
の
世
界
を
見

渡
し
て
も
、
こ
れ
ま
た
い
ず
れ
も
草
ば
か
り
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
草
は
ど
こ

に
も
見
る
こ
と
が
な
い
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
こ
こ
で
、
門
を
入
る
と
か
、
門
を

出
る
と
か
言
っ
て
ゑ
て
も
、
ま
た
こ
ち
ら
と
か
、
あ
ち
ら
な
ど
と
区
別
し
て
ゑ

て
も
意
味
は
な
い
。
ｌ

こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
草
」
と
は
、
草
で
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら

こ
そ
言
え
る
の
で
、
ど
こ
を
見
て
も
ふ
な
草
ば
か
り
で
あ
れ
ば
、
「
草
」
と
い

う
概
念
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
例
で
考

え
て
ゑ
て
も
い
い
。
私
た
ち
に
と
っ
て
「
白
」
と
い
う
色
が
あ
る
の
は
、
白
く

な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
私
た
ち
の
見
る
も
の
す
べ
て
が
白
か

っ
た
と
し
た
ら
、
そ
も
そ
も
「
白
」
と
い
う
概
念
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
と
ぎ

、
、

、
、

白
い
も
の
が
あ
る
と
も
、
な
い
と
も
言
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
論
理
を
ふ
ま
え
て
道
元
は
、
そ
う
な
れ
ば
、
草
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
し
、

進
歩
も
錯
、
退
歩
も
錯

「
行
仏
威
儀
」
の
巻
に
、
次
の
よ
う
な
古
仏
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
・

し
や
り
き
や
ら
い
あ
ん

「
那
辺
事
〔
あ
ち
ら
の
こ
と
〕
を
体
取
し
、
這
裏
〔
こ
ち
ら
〕
に
却
来
し
て
行

り

げ
ん
じ
よ
う
と
つ

履
す
」
（
眼
前
に
現
成
す
る
証
を
体
得
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
自
己
の
身
体
に
脱

ら
く

落
し
て
修
す
る
）
・
Ｉ
こ
の
言
葉
を
評
し
て
道
元
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て

い
る
。し

ゆ
つ
も
ん
ぺ
ん
し
そ
う

出
門
便
是
草
《
門
を
出
ず
れ
ば
是
れ
草
》
、
入
門
便
是
草
、
万
里
無
寸
草

し
や
ち
よ
う
や
ふ
よ
う
て

な
り
・
入
之
一
字
、
出
之
一
字
、
這
頭
也
不
用
得
、
那
頭
也
不
用
得
な
り
。

大
意
は
、
ｌ
い
ま
自
分
の
見
て
い
る
証
の
世
界
は
、
あ
ら
た
め
て
修
の
こ

と
だ
と
捉
え
な
お
す
（
行
に
放
つ
）
ま
で
も
な
く
、
夢
・
幻
の
中
に
見
る
空
華

で
あ
る
。
こ
こ
で
、
夢
・
幻
の
中
に
い
る
も
の
の
見
る
の
は
、
か
な
ら
ず
空
華

で
あ
る
と
、
将
錯
就
錯
す
る
力
量
の
あ
る
も
の
が
い
る
だ
ろ
う
か
？
こ
の
と

き
自
分
の
見
て
い
る
も
の
を
、
進
ん
で
証
と
言
い
、
ま
た
退
い
て
修
と
言
っ
て

ゑ
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
概
念
で
あ
る
。
進
ん
で
証
の
世
界
を
見
る
こ
と
も
錯
、

退
い
て
修
す
る
こ
と
も
錯
、
一
歩
も
錯
、
二
歩
も
錯
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
修

と
証
と
は
、
ま
さ
に
錯
々
な
の
だ
。
ｌ

文
中
の
「
夢
幻
空
華
」
と
は
、
夢
・
幻
の
中
に
見
る
も
の
を
空
華
と
言
う
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
夢
・
幻
と
空
華
と
は
同
じ
概
念
だ
、
と
い
っ
て
い
る

も
の
と
ゑ
て
お
き
た
い
（
後
述
す
る
「
夢
中
説
夢
」
の
項
参
照
）
。
こ
の
語
の

解
釈
に
つ
い
て
は
ま
だ
迷
い
が
残
る
の
だ
が
、
「
進
歩
や
錯
、
退
歩
や
錯
」
以

下
の
文
章
の
意
味
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
こ
で
道
元
は
、
修
す
る
と
き
に
見
る
世

こ
ち
ら
と
か
あ
ち
ら
な
ど
の
区
別
も
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

比
哺
に
よ
っ
て
道
元
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
修
と
証
と
は
同
じ
概
念
で
あ
り
、

相
対
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
修
か
ら
証
の
世
界
に
入
る
と
か
、
証
の

世
界
を
見
た
う
え
で
、
そ
こ
か
ら
ま
た
修
行
に
出
か
け
て
く
る
な
ど
と
は
言
え

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

続
く
文
中
に
、
「
錯
々
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ほ
う
あ
ん
く
う
げ

い
ま
の
把
捉
は
放
行
を
ま
た
ざ
れ
ど
も
、
こ
れ
夢
幻
空
華
な
り
。

こ
れ
を
夢
幻
空
華
と
将
錯
就
錯
せ
ん
。
進
歩
也
錯
、
退
歩
也
錯
、

錯
、
両
歩
也
錯
な
る
が
ゆ
ゑ
に
錯
錯
な
り
。
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大
意
は
、
ｌ
修
と
証
と
は
同
じ
概
念
で
あ
り
、
相
対
す
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
二
つ
は
、
い
わ
ば
天
と
地
の
ご
と
く
あ
い
隔
た
っ
て
お
り
、
互
い
に

接
触
し
妨
げ
合
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
の
間
を
往
来
す
る
修
行
に
も
障

り
が
な
い
の
で
あ
る
。
仏
祖
に
習
っ
て
修
す
る
威
儀
の
と
き
も
、
証
の
世
界
を

見
て
い
る
儀
威
の
と
き
も
、
同
じ
仏
道
を
歩
ん
で
い
る
。
そ
の
大
道
の
中
に
あ

る
自
己
の
身
心
の
安
ら
ぎ
を
体
得
せ
よ
。
よ
く
心
得
よ
、
修
（
出
生
）
の
と
き

も
、
仏
道
の
中
で
修
す
る
の
で
あ
り
、
証
（
入
死
）
の
と
き
も
、
同
じ
く
仏
道

の
中
で
証
す
る
の
だ
。
そ
の
自
己
の
全
身
に
、
証
を
修
に
転
じ
、
ま
た
修
を
証

に
転
じ
て
い
く
仏
祖
の
態
度
が
現
前
す
る
の
で
あ
る
。
ｌ

「
威
儀
」
と
は
、
威
（
証
）
を
儀
（
修
）
に
脱
落
し
て
修
行
す
る
こ
と
、

「
儀
威
」
と
は
、
逆
に
、
儀
（
修
）
を
威
（
証
）
に
現
成
し
、
証
の
世
界
を
見

る
こ
と
を
い
う
も
の
と
思
う
。
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
「
出
生
」
と
は
、
修
行
の

こ
と
で
あ
り
、
「
入
死
」
と
は
、
す
で
に
減
度
し
た
古
仏
の
見
て
い
た
証
の
世

界
を
、
同
じ
く
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
普
通
の
意
味
で
の
生
ま
れ
る
こ
と

と
、
死
ぬ
こ
と
を
い
う
も
の
と
考
え
て
は
、
納
得
の
い
く
解
釈
は
で
き
な
い
だ

ろ
う
。
こ
こ
で
道
元
は
、
そ
の
「
出
生
」
（
修
）
と
「
入
死
」
（
証
）
は
錯
々

（
３
）

で
あ
り
、
同
じ
仏
道
の
そ
の
と
き
ど
き
の
様
相
だ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

界
を
証
と
言
う
の
だ
か
ら
諺
修
と
証
と
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
「
錯
々
だ
」
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

し
い
ど
月
／

天
地
懸
隔
す
る
が
ゆ
ゑ
に
至
道
無
難
な
り
。
威
儀
・
儀
威
、
大
道
体
寛
と

く
き
ょ
う

究
寛
す
べ
し
。
し
る
べ
し
、
出
生
合
道
出
な
り
、
入
死
合
道
入
な
り
。
そ

ち
よ
う
し
ん
び
し
ん
し
ゆ
う
い

の
頭
正
尾
正
に
、
玉
転
珠
回
の
威
儀
現
前
す
る
な
り
。

こ
の
問
答
に
つ
い
て
の
道
元
の
評
釈
を
読
む
鍵
は
、
「
知
而
故
犯
」
と
い
う

語
句
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
悪
い
と
知
り
な
が
ら
、
故
意
に
犯
す
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
言
葉
も
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
私

は
、
道
元
は
こ
れ
を
、
「
悪
い
と
知
っ
て
い
て
や
る
こ
と
（
知
而
）
を
故
犯
と

言
い
、
逆
に
ま
た
、
故
犯
と
は
、
知
っ
て
い
て
や
る
こ
と
だ
」
と
い
う
意
味
に

用
い
て
い
る
と
思
う
。
こ
こ
で
「
知
而
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は

以
上
に
と
り
あ
げ
た
「
錯
々
」
の
用
法
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉

は
、
道
元
が
修
証
一
等
を
説
く
語
脈
の
中
で
、
修
と
証
を
転
ず
る
転
回
の
軸
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
文
章
を
読
承
解
く
た
め
の
ひ
と
つ
の

鍵
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
次
に
こ
の
錯
々
の
概
念
を
語
る
、
い
く
つ
か
の
言
葉

の
用
法
を
み
て
お
こ
う
。

知
而
の
ゆ
え
に
故
犯
あ
り

ぶ
つ
し
よ
う

「
仏
性
」
の
巻
に
、
次
の
よ
う
な
趙
州
の
問
答
が
あ
る
。

く
し

趙
州
に
、
僧
あ
り
て
問
ふ
、
「
狗
子
〔
犬
〕
に
ま
た
仏
性
〔
仏
心
・
証
の

心
〕
あ
り
や
い
な
や
」
・

う

趙
州
い
は
く
、
「
有
」
・

僧
い
は
く
、
「
す
で
に
有
な
ら
ば
、
な
に
と
し
て
か
ま
た
こ
の
皮
袋
〔
肉

と
う
に
ゆ
う

体
〕
に
撞
入
す
る
」
〔
仏
性
の
あ
る
も
の
が
、
ど
う
し
て
ま
た
、
こ
の

有
限
な
肉
体
を
も
っ
て
、
苦
し
み
な
が
ら
修
行
す
る
の
か
？
〕

い
た
ち
に
こ
ぼ
ん

趙
州
い
は
く
、
「
為
他
知
而
故
犯
」
《
他
〔
犬
〕
の
知
り
て
、
こ
と
さ
ら
に

犯
す
が
た
め
な
り
》
。

一

一

九



大
意
は
、
ｌ
証
の
世
界
を
見
て
い
る
も
の
（
不
死
人
）
は
、
た
と
え
誰
で

あ
る
に
せ
よ
、
修
す
る
身
体
を
離
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
（
「
莫
離
」
と

は
離
れ
る
こ
と
。
「
莫
」
は
否
定
の
語
で
は
な
く
、
去
る
の
意
）
。
こ
こ
に
「
故

犯
」
と
い
う
の
は
、
証
の
世
界
を
自
己
の
身
体
に
脱
落
し
て
修
す
る
も
の
の
こ

と
で
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
、
皮
袋
を
身
に
ま
と
っ
て
生
き
て
い
る
も
の
、
す

べ
て
が
そ
う
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
肉
体
を
有
し
て
生
き
て
い
る
に

し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
か
な
ら
ず
し
も
、
こ
こ
に
い
う
「
知
而
故
犯
」
で
は
な

い
。
「
知
而
」
だ
か
ら
、
す
な
わ
ち
悪
い
と
知
っ
て
い
て
や
る
か
ら
こ
そ
、

「
故
犯
」
で
あ
る
。
と
同
様
に
、
す
で
に
証
の
世
界
を
見
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

身
体
を
も
っ
て
す
る
日
常
の
修
行
が
あ
る
の
だ
。
ｌ

「
知
而
の
ゆ
え
に
、
故
犯
が
あ
る
」
と
は
、
証
の
世
界
を
見
て
い
る
も
の

は
、
か
な
ら
ず
そ
の
証
を
自
己
の
身
体
に
脱
落
し
そ
こ
に
取
り
込
ん
で
、
有
限

な
人
間
と
し
て
菩
薩
道
に
生
き
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
語
ら

証
で
あ
り
、
「
故
犯
」
と
は
修
の
こ
と
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
道
元
は

こ
の
表
現
を
用
い
て
、
知
而
と
は
故
犯
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
、
証
と
修
と
は

同
じ
概
念
で
あ
り
、
錯
々
で
あ
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
道
元
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
証
を
得
て
い
る
人
は
、

か
な
ら
ず
身
体
を
労
し
て
生
き
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
主
旨
の
「
石
頭
草
庵

歌
」
の
一
句
を
あ
げ
た
う
え
で
、お

す
い
も
り

不
死
人
は
た
と
ひ
阿
誰
な
り
と
も
、
い
づ
れ
の
と
き
か
皮
袋
に
莫
離
な

る
。
故
犯
は
か
な
ら
ず
し
も
入
皮
袋
に
あ
ら
ず
、
撞
入
這
皮
袋
か
な
ら
ず

し
も
知
而
故
犯
に
あ
ら
ず
。
知
而
の
ゆ
へ
に
故
犯
あ
る
べ
き
な
り
。

大
意
は
、
ｌ
よ
く
考
え
て
ゑ
ょ
、
こ
の
「
故
犯
」
の
修
は
、
証
の
世
界

を
自
ら
の
身
体
に
脱
落
し
て
い
る
。
そ
れ
を
「
撞
入
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
証
を
わ
が
身
に
脱
落
し
て
修
す
る
と
き
、
自
分
は
証
を
得
て
い
る
な
ど
と

意
識
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
そ
の
こ
と
を
他
人
に
知
ら
れ
よ
う
な
ど
と
も
し
な

い
。
だ
が
そ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
と
き
、
自
分
は
ま
だ
迷
い
を
逃
れ
る
こ
と

の
で
き
な
い
凡
夫
だ
、
な
ど
と
思
い
込
永
、
証
を
彼
方
に
求
め
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
分
は
轤
馬
の
前
に
い
る
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た

ら
、
そ
れ
は
ま
た
馬
の
後
ろ
で
も
あ
っ
た
と
気
づ
く
と
き
の
よ
う
に
、
修
行
の

中
で
自
分
が
見
て
い
る
世
界
は
、
す
で
に
証
な
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
必
然
の
道

理
な
の
だ
か
ら
。
ｌ

「
い
ま
だ
の
が
れ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
か
れ
、
聴
前
馬
後
の
漢
」
・
こ
こ
で
道

元
は
、
修
の
と
き
、
す
で
に
証
の
世
界
が
現
前
し
て
い
る
で
は
な
い
か
？
こ

の
修
の
中
に
生
き
て
い
け
ば
そ
れ
で
い
い
の
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

騒
前
馬
後
の
漢

こ
こ
か
ら
道
元
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

れ
て
い
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
錯
々
の
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
を
軸
と
し
て
道

元
の
言
語
は
お
お
き
く
転
回
す
る
。

と
っ
た
い
ふ
ぞ
う

し
る
べ
し
、
こ
の
故
犯
す
な
は
ち
脱
体
の
行
履
を
覆
蔵
せ
る
な
ら
ん
。
こ

せ
つ
じ
ゃ

れ
撞
入
と
説
著
す
る
な
り
。
脱
体
の
行
履
、
そ
の
正
当
覆
蔵
の
と
き
、
自

己
に
も
覆
蔵
し
、
他
人
に
も
覆
蔵
す
。
し
か
も
か
く
の
ご
と
く
な
り
と
い

へ
ど
も
、
い
ま
だ
の
が
れ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
か
れ
、
轤
前
馬
後
漢
。

C



大
意
は
、
Ｉ
雲
居
高
祖
も
こ
う
い
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
？
「
た
と
え

証
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
仏
道
を
修
行
し
て
い
る
だ
け
だ
と

し
て
も
、
そ
れ
は
す
で
に
、
〈
将
錯
就
錯
〉
と
い
う
と
き
の
〈
錯
〉
の
用
心
を
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
証
の
錯
を
脱
落
し
て
、
修
の
錯
に
帰
る
前
に
、
す
で
に
そ

の
錆
の
修
行
を
、
用
心
し
て
先
取
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
言
葉
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
錯
々
」
の
半
分
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
の
「
錯
」
で

あ
る
修
行
に
打
ち
込
み
、
こ
れ
ま
で
長
い
日
月
を
重
ね
て
き
た
だ
け
だ
と
し
て

も
、
そ
の
も
の
こ
そ
、
こ
こ
で
趙
州
が
語
っ
た
、
皮
袋
に
入
り
有
限
な
身
体
を

も
っ
て
修
す
る
狗
子
な
の
だ
。
狗
子
は
「
知
而
故
犯
」
し
て
い
る
。
証
を
修
に

脱
落
し
て
い
る
。
証
を
意
識
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
狗
子

で
あ
る
自
己
の
眼
前
に
あ
る
全
世
界
（
有
）
は
、
す
で
に
証
の
世
界
（
仏
性
）

「
鬮
前
馬
後
の
漢
」
と
い
う
言
葉
は
、
普
通
に
は
、
踊
馬
や
馬
の
前
後
に
う
ろ

う
ろ
し
て
い
る
お
ろ
か
な
も
の
、
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
だ
が
道
元
は

（
４
号
）
－

こ
こ
で
、
こ
の
言
葉
を
、
「
轤
事
い
ま
だ
了
ら
ざ
る
に
、
馬
事
到
来
な
り
」
と

い
う
の
と
同
様
に
、
修
す
る
も
の
を
も
っ
て
、
証
の
世
界
を
見
て
い
る
と
言
う

の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
は
同
じ
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
て

い
る
、
と
思
う
。
続
い
て
こ
の
こ
と
が
、
「
錯
々
」
の
語
を
も
っ
て
説
か
れ
て

い
〃
く
、
。

が
く
て

い
は
ん
や
、
雲
居
高
祖
い
は
く
、
「
た
と
ひ
仏
法
辺
事
を
学
得
す
る
、
は

や
く
こ
れ
錯
用
心
了
也
」
・
し
か
あ
れ
ば
、
半
枚
学
仏
法
辺
事
、
ひ
さ
し

く
あ
や
ま
り
き
た
る
こ
と
日
深
月
深
な
り
と
い
へ
ど
も
、
こ
れ
這
皮
袋
に

撞
入
す
る
狗
子
な
る
べ
し
、
知
而
故
犯
な
り
と
も
、
有
仏
性
な
る
べ
し
。

夢
中
説
夢

仏
典
の
中
に
「
夢
中
説
夢
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
夢
の
中
で
夢

を
説
く
」
と
読
ま
れ
、
そ
の
意
味
は
、
普
通
に
は
、
夢
を
見
な
が
ら
自
分
の
見

て
い
る
夢
を
語
っ
て
い
る
よ
う
な
、
と
り
と
め
の
な
い
こ
と
を
い
う
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
夢
中
説
夢
」
の
巻
に
お
い
て
道
元
は
、
そ
れ
と
は
違

っ
て
、
こ
の
言
葉
を
仏
道
の
眼
目
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
。
そ
こ
で

こ
の
言
葉
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
の
だ

（
５
）

が
、
私
は
、
道
元
は
こ
れ
を
、
こ
れ
ま
で
ゑ
て
き
た
よ
う
な
修
と
証
と
の
、
錯

な
の
で
あ
る
。
ｌ

こ
こ
で
「
錯
用
心
」
と
か
、
「
半
枚
学
仏
法
辺
事
」
と
い
う
語
は
、
仏
道
修

行
に
お
い
て
な
に
か
心
得
違
え
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
悪
い
意
味
に
用
い

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
錯
々
の
概
念
を
ふ
ま
え
て
、
仏
道
修
行
を
「
錯
」

と
い
い
、
「
半
枚
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
錯
か
ら
は
錯
し
か
出
て

こ
な
い
。
修
か
ら
は
証
し
か
出
て
こ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
修
の
と
ぎ
に
見
る

世
界
を
証
と
言
う
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
道
元
は
こ
こ
で
、
「
ひ
さ
し
く

錆
っ
て
き
た
と
し
て
も
」
、
そ
の
錯
の
修
行
の
中
に
あ
る
と
き
、
す
で
に
錯
の

証
の
世
界
を
見
て
き
た
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
『
正
法
眼
蔵
』
に
お
け
る
文

章
は
確
か
に
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
語
句
の
用
法
を
よ
く
考
え
て
み
れ

ば
、
そ
れ
が
修
証
一
等
の
思
想
を
明
確
に
表
現
し
切
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た

確
か
で
あ
る
。
道
元
は
こ
の
よ
う
な
言
語
表
現
を
用
い
て
、
読
む
も
の
に
対
し

て
、
心
意
識
に
よ
っ
て
証
を
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
を
や
め
、
有
限
な
人
間
と

し
て
菩
薩
道
に
生
き
る
こ
と
が
大
事
な
の
だ
、
と
説
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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錯
の
関
係
を
語
る
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
と
思
う
。

で
は
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
に
な
る
の
か
、
と
い
う
と
、
そ
れ
は
道

元
が
こ
の
「
夢
中
説
夢
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
誰
か
が
夢
を
見
て
い
な
が
ら
、

自
分
の
見
て
い
る
夢
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
ね
ご
と
で
し
か
な
い
」
と

い
っ
て
い
る
も
の
、
と
読
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
っ
と
わ
か
り
や

す
く
い
え
ば
、
夢
を
見
て
ね
ぼ
け
て
い
る
も
の
が
何
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
た

と
え
「
私
は
い
ま
ね
ぼ
け
て
い
ま
す
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
」
と
い
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
ね
ご
と
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
も
、
「
知
而
」
は
「
故
犯
」
だ
と
い
う
の
と
同
様
に
、
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。
と
い
う
の
も
、
ね
ぼ
け
て
い
る
も
の
の
語
る
こ
と
を
ね
ご
と
と
言
う
の
で

あ
り
、
こ
の
二
つ
は
同
じ
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
が
お
そ
ら
く
道
元
の
「
夢
中
説
夢
」
と
い
う
語
の
読
承
で
あ
っ
た
。
そ

の
読
み
を
ふ
ま
え
て
道
元
は
、
ね
ぼ
け
た
も
の
が
何
を
語
っ
て
も
ね
ご
と
で
し

か
あ
り
え
な
い
よ
う
に
、
修
の
と
こ
ろ
に
見
る
世
界
は
、
そ
こ
に
何
を
見
て
い

よ
う
と
も
、
そ
れ
は
証
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
修
と
証
と
は
同
じ
概

念
で
あ
り
、
錯
々
だ
か
ら
だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
元
の
い
う
「
夢
中
説
夢
」
と
は
、
錯
々
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
言
葉

も
、
「
錯
々
」
と
い
う
の
と
同
じ
く
誤
解
さ
れ
や
す
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ

は
、
迷
い
に
迷
い
を
重
ね
て
、
な
に
か
夢
・
幻
の
よ
う
な
世
界
が
見
え
て
く
る

こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
思
い
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
道
元
は
こ
う
し
た
俗
見
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
、
次
の
よ
う
に
語
っ

で
あ
る
。

て
い
る
。仏

道
を
な
ら
は
ざ
ら
ん
と
擬
す
る
人
は
、
こ
の
夢
中
説
夢
に
あ
ひ
な
が

大
意
は
、
ｌ
仏
道
を
真
剣
に
習
お
う
と
す
る
心
の
な
い
も
の
は
、
せ
っ
か

く
こ
の
「
夢
中
説
夢
」
と
い
う
言
葉
に
あ
い
な
が
ら
、
そ
れ
は
な
に
か
夢
の
よ

う
な
、
実
体
の
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
こ
と
を
い
う
の
だ
と
思
い
、
迷
い
に

迷
い
を
重
ね
る
こ
と
で
あ
る
か
の
ど
と
く
に
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
誤
り
で
あ

る
。
た
と
え
こ
の
言
葉
は
確
か
に
、
迷
い
の
中
に
さ
ら
に
迷
う
と
言
っ
て
い
る

に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
、
修
の
と
こ
ろ
に
見
る
証
の
世
界
が
、
迷
い
の
上
の
迷

い
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
語
ら
れ
て
い
る
天
に
透
る
道
、
す
な

わ
ち
修
か
ら
証
の
世
界
に
抜
け
出
る
通
路
、
ま
さ
に
そ
れ
を
自
ら
の
修
行
の
中

で
、
よ
く
考
え
学
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
ｌ

「
ま
ど
ひ
の
う
へ
の
ま
ど
ひ
‐
一
と
は
、
錯
々
の
こ
と
で
あ
り
、
証
と
は
修
の

と
き
に
見
る
世
界
の
こ
と
だ
か
ら
、
修
の
と
き
に
証
は
か
な
ら
ず
あ
る
、
と
い

い
弓
／

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
行
仏
威
儀
」
の
巻
に
、
「
明
上
又
明
の
明
は
、
行
仏

み
り
ん

に
弥
縊
な
り
」
（
証
は
す
べ
て
行
ず
る
仏
の
見
る
世
界
に
含
ま
れ
て
い
る
）
と

い
う
の
も
、
ま
た
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
錯
々
の
関
係
が
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。

ら
、
い
た
づ
ら
に
あ
る
ま
じ
き
夢
草
の
、
あ
る
に
も
あ
ら
い
を
あ
ら
し
む

る
を
い
ふ
な
ら
ん
と
お
も
ひ
、
ま
ど
ひ
に
ま
ど
ひ
を
か
さ
ぬ
る
が
ご
と
く

め
い
ち
ゆ
う
い
う
め
い

に
あ
ら
ん
と
お
も
へ
り
。
し
か
に
は
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
迷
中
叉
迷
と

つ
月
ノ

い
ふ
と
も
、
ま
ど
ひ
の
う
へ
の
ま
ど
ひ
と
道
取
せ
ら
れ
ゆ
く
道
取
の
通

し
よ
う

ぐ
、
ふ
う

霄
の
路
、
ま
さ
に
功
夫
参
究
す
べ
し
。

夢
中
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
説
夢
な
し
、
説
夢
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
夢
中
な
し
。
説
夢

に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
諸
仏
な
し
、
夢
中
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
諸
仏
出
世
し
転
妙
法
輪
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大
意
は
、
ｌ
証
の
世
界
を
見
て
い
る
以
上
は
、
仏
道
修
行
に
身
命
を
惜
し

む
こ
と
は
で
き
な
い
。
証
は
そ
の
修
の
中
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、
お
金
を

売
る
人
は
、
ま
た
お
金
を
買
う
人
で
も
あ
る
よ
う
に
、
修
と
証
と
は
同
じ
概
念

金
を
売
る
人
は
、
金
を
買
う
人

こ
こ
で
道
元
は
、
証
が
な
け
れ
ば
修
は
な
い
、
修
が
な
け
れ
ば
ま
た
証
も
な

い
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
ご
と
く
、
こ
れ
は
時
間
的
な
前
後

関
係
を
い
う
も
の
で
は
な
い
。
修
を
証
と
言
う
の
だ
か
ら
、
こ
の
二
つ
は
同
時

に
あ
る
、
と
い
う
概
念
的
な
関
係
を
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
「
夢
中
説

夢
」
の
巻
で
は
、
次
の
よ
う
に
も
語
ら
れ
て
い
る
。

大
意
は
、
Ｉ
夢
を
見
て
ね
ぼ
け
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ね
ご
と
を
語
ら

な
い
。
ね
ご
と
を
語
ら
な
け
れ
ば
、
ね
ぼ
け
て
は
い
な
い
。
そ
れ
と
同
様
に
、

証
の
夢
を
見
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
諸
仏
の
修
は
な
い
。
そ
の
修
の
夢
の
中

に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
証
を
得
た
諸
仏
と
し
て
こ
の
世
に
現
わ
れ
、
仏
法
を

説
く
こ
と
は
な
い
。
Ｉ

ず
も
く
ず
い
の
う

頭
目
髄
脳
、
身
肉
手
足
を
愛
惜
す
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
愛
惜
せ
ら
れ
ざ
る

ま
い
き
ん
し
ゆ
し
ま
い
き
ん
に
ん

が
ゆ
ゑ
に
、
売
金
須
是
買
金
人
《
金
を
売
る
は
、
す
べ
か
ら
く
是
れ

げ
ん
の
げ
ん

金
を
買
う
の
人
な
る
べ
し
》
な
る
を
、
玄
之
玄
と
い
ひ
、
妙
之
妙
と
い

ち
よ
う
し
ょ
う
あ
ん
ち
よ
う

ひ
、
証
之
証
と
い
ひ
、
頭
上
安
頭
と
も
い
ふ
な
り
。
こ
れ
す
な
は

あ
ん
り

ち
仏
祖
の
行
履
な
り
。

す
る
こ
と
な
し
。

は
じ
め
の
一
文
は
経
文
で
あ
り
、
「
諸
仏
の
証
は
、
す
べ
て
こ
の
経
に
示
さ

れ
て
い
る
教
え
に
従
い
、
修
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
こ
れ
を
道
元
は
、
「
夢
中
説
夢
」
を
語
る
も
の
だ
と
い
う
。

「
此
経
」
以
下
の
大
意
は
、
ｌ
こ
の
経
に
従
い
、
経
と
と
も
に
修
す
る
夢

の
中
に
、
証
の
夢
を
見
る
。
そ
こ
に
諸
仏
が
こ
の
世
に
出
現
す
る
。
だ
が
諸
仏

だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
こ
の
修
に
お
い
て
証
の
世
界
を
見
る
こ
と
を
、

玄
の
玄
、
妙
の
妙
と
い
い
、
証
の
証
と
い
い
、
頭
上
に
さ
ら
に
頭
を
重
ね
る
と

も
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
仏
祖
の
修
行
な
の
で
あ
る
。
Ｉ

か
ね

文
中
の
「
金
を
売
る
人
は
、
金
を
買
う
人
だ
」
と
い
う
の
は
、
お
も
し
ろ
い

表
現
で
あ
る
。
何
か
商
品
を
売
っ
て
、
そ
の
代
金
を
受
け
取
る
場
合
に
は
、
売

り
手
と
買
い
手
は
確
か
に
違
う
。
だ
が
、
も
し
金
を
金
で
売
る
人
が
い
た
と
す

れ
ば
、
た
と
え
ば
千
円
札
を
千
円
札
で
売
る
人
が
い
れ
ば
、
こ
の
人
は
千
円
札

を
売
っ
た
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
買
っ
た
人
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、
明
ら
か
に
修
と
証
と
の
錯
々
の
関
係
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
が
ま
た
、
「
証
の
証
」
「
頭
上
に
さ
ら
に
頭
を
重
ね
る
」
な
ど
と
表
現

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
こ
と
を
示
す
文
章
を
あ
げ
て
お

》
」
ア
ｈ
ｚ
Ｏ

あ
の
く
た
ら
柔
や
く
ぼ
だ
い

．
切
諸
仏
及
諸
仏
阿
褥
多
羅
三
薪
三
菩
提
、
皆
従
此
経
出
」
も
、
頭
上

安
頭
し
き
た
れ
る
夢
中
説
夢
な
り
。
「
此
経
」
す
な
は
ち
夢
中
説
夢
す
る

に
、
阿
褥
菩
提
の
諸
仏
を
出
興
せ
し
む
。
菩
提
の
諸
仏
、
さ
ら
に
「
此

経
」
を
と
く
、
さ
だ
ま
れ
る
夢
中
説
夢
な
り
。
夢
因
く
ら
か
ら
ざ
れ
ぱ
夢

果
不
味
な
り
。
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こ
れ
は
日
本
文
に
ひ
ら
い
て
読
め
ば
、
「
お
な
か
が
す
け
ば
、
飯
を
た
べ
、

疲
れ
た
ら
眠
る
。
い
ろ
り
に
燃
え
る
火
は
天
を
お
お
う
」
と
い
う
意
味
に
な
る

、
、
、

（
「
炉
輔
」
と
は
、
い
ろ
り
の
ふ
い
ど
の
こ
と
で
、
禅
家
で
は
修
行
道
場
を
い

う
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
）
・
だ
が
、
道
元
は
こ
の
よ
う
な
形
で
訓
読
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
漢
文
そ
の
ま
ま
に
、
「
飢
来
は
喫
飯
な
り
、
困
来
は
打
眠

な
り
、
炉
糒
は
亙
天
す
」
と
い
う
よ
う
に
読
承
下
し
、
こ
の
一
文
は
、
「
飢
来
」

（
修
）
と
「
喫
飯
」
（
証
）
、
そ
し
て
「
困
来
」
（
修
）
と
「
打
眠
」
（
証
）

が
同
じ
概
念
で
あ
る
こ
と
を
語
る
も
の
と
ゑ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
が
、
次
の
文

章
に
示
さ
れ
て
い
る
。

は
、
自
分
の
見
た
証
の
世
界
を
さ
ら
に
修
に
脱
落
し
、
身
を
も
っ
て
こ
の
経
の

教
え
を
示
し
て
い
く
。
こ
れ
が
仏
道
に
お
け
る
、
変
わ
る
こ
と
の
な
い
修
と
証

と
の
あ
り
方
で
あ
る
。
修
の
因
が
あ
れ
ば
、
証
と
は
そ
の
と
き
に
見
る
世
界
な

の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
か
な
ら
ず
証
の
果
が
あ
る
の
だ
。
ｌ

こ
こ
に
い
う
「
因
」
と
「
果
」
も
、
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
を
語
る
も
の
で
は

な
い
。
判
断
の
規
準
と
し
て
の
修
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
確
認
さ
れ
る

証
の
こ
と
で
あ
る
。
道
元
は
こ
の
概
念
的
な
関
係
が
誤
解
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
を
用
い
て
語
っ
て
い
る
。

困
中
に
ま
た
困
ず

「
家
常
」
の
巻
に
、
如
浄
の
示
衆
の
言
葉
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

き
ら
い
き
は
ん
こ
ん
ら
い
た
み
ん
ろ
は
い
か
ん
て
ん

飢
来
喫
飯
、
困
来
打
眠
、
炉
輪
亙
天
。

病
を
か
さ
ね
、
病
を
ま
す

じ
ゆ

「
空
華
」
の
巻
に
は
、
悟
道
を
う
た
っ
た
張
拙
の
頌
が
引
か
れ
て
い
る
。
こ

大
意
は
、
ｌ
こ
こ
に
い
う
「
飢
来
」
（
修
）
と
は
、
す
で
に
「
喫
飯
」

（
証
）
し
て
い
る
も
の
の
修
で
あ
る
。
証
の
世
界
を
ま
だ
見
て
い
な
い
も
の
に

は
、
修
も
ま
た
あ
り
え
な
い
。
仏
道
を
渇
仰
し
、
修
行
を
日
常
茶
飯
の
こ
と
と

し
て
続
け
て
き
た
自
分
は
、
す
で
に
証
を
得
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の

こ
と
を
し
か
と
胸
に
置
け
！
こ
こ
に
「
困
来
」
（
修
）
と
い
う
の
は
、
「
困

（
証
）
中
の
困
（
修
）
」
で
あ
る
。
証
の
頂
点
か
ら
身
を
ひ
る
が
え
し
、
証
を

全
身
に
脱
落
し
て
修
行
し
て
き
た
の
だ
。
ｌ

「
飢
一
家
常
人
は
、
飯
了
人
で
あ
る
」
と
は
、
い
つ
も
飢
え
て
い
る
人
は
、

飯
を
た
べ
お
わ
っ
た
人
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
文
章
も
、
文

字
の
上
だ
け
で
考
え
て
み
て
も
何
を
い
っ
て
い
る
か
わ
か
ら
な
く
な
る
が
、
道

元
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
修
し
て
い
る
人
は
、
す
で
に
証
を
得
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
艫
事
未
了
、
馬
事
到
来
」
を
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
困
中
又
困
」
と
は
、
証
を
得
て
、
そ
の
中
で
さ
ら
に
修
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
先
の
「
迷
中
又
迷
」
（
修
の
中
に
証
す
る
）
と
い
う
表
現
を
、

逆
の
方
向
か
ら
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
修
と
証
と
は
錯
々
だ
と
い
う
の
で
あ

ヲ
（
》
◎

か
つ
け
み
す
ん
き
ふ

い
は
ゆ
る
「
飢
来
」
は
喫
飯
来
人
の
活
計
な
り
。
未
曾
喫
飯
人
は
、
飢
不

て得
な
り
。
し
か
あ
れ
ば
し
る
べ
し
、
飢
一
家
常
な
ら
ん
わ
れ
は
、
飯
了
人

け
つ
じ
ょ
う
い
う
こ
ん
ち
ん
に
ん

な
り
と
決
定
す
べ
し
。
「
困
来
」
は
困
中
叉
困
な
る
べ
し
・
困
の
頂
騨

〔
頭
の
頂
〕
上
よ
り
全
跳
し
き
た
れ
り
。

四



こ
こ
に
「
仏
病
・
祖
病
」
と
い
い
、
ま
た
「
煩
悩
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、

字
句
か
ら
思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
、
悪
い
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
先
の
「
錯
用
心
」
な
ど
と
い
う
表
現
と
同
様
に
、
仏
・
祖
に
習
っ
て
修
行

す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
智
断
」
「
断
除
」
と
い
う
の
は
、
証

の
世
界
を
見
る
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
み
解
く
鍵
は
こ
こ
に
あ

大
意
は
、
Ｉ
こ
れ
ま
で
の
自
分
に
も
、
病
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

仏
・
祖
に
習
っ
て
お
こ
な
う
修
行
（
仏
病
・
祖
病
）
が
あ
っ
た
。
い
ま
智
断

し
、
証
の
世
界
を
見
て
い
る
に
し
て
も
、
修
と
証
と
は
錯
々
な
の
だ
か
ら
、
い

ま
自
分
が
眼
前
に
見
て
い
る
こ
の
証
の
世
界
は
、
こ
れ
ま
で
の
修
の
病
に
、
証

の
病
を
重
ね
、
病
を
増
し
て
い
る
だ
け
な
の
だ
。
証
を
見
る
時
と
は
、
か
な
ら

ず
修
（
煩
悩
）
の
時
で
あ
る
。
修
と
証
と
は
同
時
に
あ
る
。
ま
た
、
修
と
証
と

は
相
対
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
不
同
時
に
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

修
（
煩
悩
）
に
は
、
か
な
ら
ず
証
の
世
界
を
見
る
力
が
具
わ
っ
て
い
る
の

の
頌
に
つ
い
て
の
道
元
の
評
釈
も
わ
か
り
に
く
い
文
章
の
ひ
と
つ
な
の
だ
が
、

こ
こ
で
も
や
は
り
錯
々
の
概
念
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
こ
の
頌
の
一

句
、
「
煩
悩
を
断
除
す
れ
ば
、
重
ね
て
病
を
増
す
」
に
つ
い
て
の
評
釈
を
と
り

あ
げ
て
お
こ
う
。

ブ
（
》
０

従
来
や
ま
ふ
な
ぎ
に
あ
ら
ず
、
仏
病
・
祖
病
あ
り
。
い
ま
の
智
断
は
、
や

ま
ふ
を
か
さ
ね
、
や
ま
ふ
を
ま
す
。
断
除
の
正
当
悠
歴
時
、
か
な
ら
ず
そ

れ
煩
悩
な
り
。
同
時
な
り
、
不
同
時
な
り
。
煩
悩
か
な
ら
ず
断
除
の
法
を

帯
せ
る
な
り
。

道
元
の
評
釈
文
の
大
意
は
、
Ｉ
証
（
真
如
）
を
身
体
に
脱
落
し
、
証
を
意

識
す
る
こ
と
な
く
（
背
し
て
）
修
す
る
。
こ
れ
は
錯
（
邪
）
で
あ
る
。
そ
の
修

に
お
い
て
証
の
世
界
に
面
し
（
向
し
て
）
、
そ
れ
を
見
る
。
こ
れ
も
ま
た
錯
で

あ
る
。
証
に
は
向
背
が
あ
る
が
、
そ
の
向
背
の
い
ず
れ
も
が
同
じ
く
証
で
あ

る
。
こ
の
頌
に
い
う
「
邪
」
と
は
、
錯
々
の
「
錯
」
で
あ
り
、
証
（
真
如
）

を
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
見
て
取
る
も
の
が
、
誰
か
い
る
だ
ろ
う

か
？
ｌ

「
真
如
を
背
す
る
の
も
、
真
如
に
向
す
る
の
も
、
と
も
に
邪
で
あ
る
」
と
は
、

だ
。
－
１
ｌ

こ
の
よ
う
に
読
め
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
病
を
か
さ
ね
、
病
を
ま
す
」
と
は
、

ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
煩
悩
を
捨
て
切
れ
な
い
な
ど
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

「
迷
い
の
上
の
迷
い
」
と
い
う
の
と
同
じ
く
、
「
将
錯
就
錯
」
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
「
断
除
の
と
き
は
、
か
な
ら
ず
煩
悩
で
あ
る
」
、
こ
れ
は
、
証
の

と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
修
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
「
煩
悩
は
、

か
な
ら
ず
断
除
の
法
を
帯
す
る
」
と
は
、
修
の
と
こ
ろ
に
は
、
か
な
ら
ず
証
の

世
界
が
現
前
す
る
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
続
く
張
拙
の
句
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
道
元
の
評
釈
を
あ
げ

て
お
こ
う
。
こ
れ
も
ま
た
難
文
で
あ
る
。

「
真
如
に
趣
向
す
る
も
、
ま
た
こ
れ
邪
な
り
」
・

き
ょ
う

真
如
を
背
す
る
、
こ
れ
邪
な
り
。
真
如
に
向
す
る
、
こ
れ
邪
な
り
。

は
向
背
な
り
、
向
背
の
各
各
に
こ
れ
真
如
な
り
。
た
れ
か
し
ら
ん
、

や
く
ぜ

邪
の
亦
是
真
如
な
る
こ
と
を
。

五

真
如

こ
の



修
す
る
も
錯
、
証
す
る
も
錯
で
あ
り
、
修
と
証
と
は
錯
々
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
「
向
背
の
各
々
が
真
如
」
と
は
、
向
（
証
）
の
と
き
も
、
背
（
修
）
の
と

き
も
、
と
も
に
同
じ
証
の
、
そ
の
と
き
ど
き
の
様
相
な
の
で
あ
り
、
証
は
向
背

に
よ
っ
て
生
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
こ
れ

は
、
「
栢
樹
子
」
の
巻
に
、
「
か
っ
た
つ
の
霊
根
に
は
、
向
背
が
な
い
」
と
語

ら
れ
て
い
る
の
と
、
内
容
的
に
は
、
同
じ
も
の
で
あ
る
。

ま
だ
語
句
の
解
釈
に
迷
い
は
残
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
道
元
が
語
っ
て
い
る
の

は
、
錯
々
の
概
念
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
と
思
う
。
と
す
れ
ば
、
文
中
の

「
邪
も
ま
た
真
如
」
と
い
う
の
も
、
い
わ
ゆ
る
本
覚
思
想
、
た
と
え
ば
『
真
如

観
』
に
ゑ
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
煩
悩
即
菩
提
」
な
ど
と
い
う
考
え
方
と
は
、
全

く
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
行
文
に
も
、
道
元
の
驚
く

べ
き
言
語
の
用
法
が
承
ら
れ
る
。

ら
な
い
こ
と
」
と
解
釈
」

書
房
、
一
九
八
五
年
）
。

（
３
）
生
と
死
ｌ
前
掲
拙
垂

生
と
死
ｌ
前
掲
拙
著

一
九
八
九
年
）

（
２
）
将
錯
就
錯
‐

）
将
錯
就
錯
ｌ

註

（
１
）
将
錯
就
錯
と
夢
中
説
夢
ｌ
こ
の
二
つ
の
語
句
の
基
本
的
な
意
味
に
つ

い
て
は
、
拙
著
『
道
元
と
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、

た
と
え
ば
増
谷
文
雄
氏
は
、
こ
の
語
を
「
矛
盾
を
も
っ

て
矛
盾
を
超
え
る
」
こ
と
と
解
釈
し
て
い
る
（
『
現
代
語
訳
・
正
法
眼
蔵
』

角
川
書
店
、
一
九
七
三
年
）
。
ま
た
、
水
野
弥
穂
子
氏
は
、
「
絶
対
の
真

実
は
言
葉
で
言
え
ば
錯
り
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
言
わ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
」
と
解
釈
す
る
（
『
日
本
の
仏
典
７
・
道
元
、
上
』
（
筑
摩

、

一
九
七
頁
以
下
参
照
。

二
○
六
頁
以
下
参
照
。

（
４
）
韻
事
未
了
、
馬
事
到
来
ｌ
同
、
二
○
八
頁
以
下
。

（
５
）
夢
中
説
夢
Ｉ
こ
の
語
に
つ
い
て
、
増
谷
文
雄
氏
は
、
「
道
元
は
、
夢

な
る
こ
と
ば
を
も
っ
て
、
悟
り
の
世
界
の
非
現
実
性
を
説
い
て
い
る
の
で

あ
る
。
悟
り
の
世
界
は
、
け
っ
し
て
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
（
中
略
）
。

そ
れ
は
、
現
象
界
に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
叡
智
界
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
（
前
掲
書
）
。
ま
た
、
水
野
弥
穂
子

氏
は
、
「
我
々
の
真
実
は
夢
と
本
質
的
に
異
な
る
こ
と
が
な
く
、
夢
と
し

て
の
真
実
を
重
ね
て
い
く
こ
と
を
説
く
」
と
解
釈
し
て
い
る
（
『
校
注
正

法
眼
蔵
』
脚
注
、
岩
波
文
庫
）
・

（
防
衛
大
学
校
教
授
）

一
ニ
ー
ハ


