
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
6
の
発
表
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト

龍

溪

章

雄

二
〇
一
七
年
度
の
共
同
研
究
テ
ー
マ
・
サ
ブ
テ
ー
マ
は
、「
人
間
と
は
何
か

人
間
定
義
の
新
次
元
へ

仏
教
か
ら
見
る
「
人
間
」

定
義
の
新
次
元

」
で
あ
っ
た
。「「
人
間
」
定
義
の
新
次
元
」
と
い
う
時
、
一
方
で
、
仏
教
に
お
け
る
「
人
間
」
観
の
伝
統
を
前
提

と
し
つ
つ
も
、
他
方
で
、「
現
代
」
と
い
う
時
代
と
の
対
話
を
と
お
し
て
、
自
ら
の
伝
統
的
「
人
間
」
観
の
再
確
認
、
そ
し
て
新
た
な

「
人
間
」
観
の
再
創
造
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
を
有
す
る
研
究
が
要
請
さ
れ
て
こ
よ
う
。
そ
こ
に
は
、「
文
献
」
に
即
し
つ
つ
も
そ
の
再
解
釈

も
し
く
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
意
味
の
再
発
見
の
試
み
が
不
可
欠
と
な
り
、
そ
の
こ
と
を
基
点
と
し
て
や
が
て
教
義
（
教
学
）
体
系
を

ト
ー
タ
ル
に
見
直
す
手
続
き
へ
連
動
し
て
い
く
可
能
性
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。

二
〇
一
七
年
度
大
会
の
「
趣
旨
」
に
、「
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
に
人
間
自
身
が
支
配
さ
れ
疎
外
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
下
で
、「
四

姓
平
等
」
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
「
人
間
定
義
の
新
次
元
」
に
立
脚
し
て
始
ま
っ
た
仏
教
が
、
今
一
度
「
新
次
元
」
を
切
り
開

く
た
め
の
基
礎
を
築
く
議
論
の
積
み
重
ね
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
基
本
認
識
に
は
そ
の
前
提
に
、「
惑

業

苦
」
の
サ
イ
ク
ル
を
原
構
造
と
す
る
「
苦
悩
す
る
者
」（
迷
い
）
と
の
人
間
理
解
、
そ
し
て
「
苦
悩
か
ら
の
解
放
脱
却
（
解
脱
）」

（
悟
り
・
救
い
）
と
い
う
目
標
に
向
け
た
実
践
（
仏
道
）、
さ
ら
に
そ
の
個
人
レ
ベ
ル
に
お
け
る
人
間
観
・
目
標
・
実
践
が
他
者
と
の
関

係
性
に
お
い
て
「
自
利
（
即
）
利
他
」
と
い
う
「
個
人

社
会
（
世
界
）」
の
開
け
（
開
放
性
）
を
伴
う
仏
道
実
践
（
大
乗
菩
薩
道
）
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へ
と
展
開
し
て
き
た
仏
教
の
歴
史
の
存
在
が
内
含
さ
れ
て
い
る
。

「
現
在
私
達
が
直
面
し
て
い
る
様
々
な
課
題
に
対
す
る
仏
教
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」「
今
一
度
「
新
次
元
」
を
切
り
開
く
た
め
の
基
礎

を
築
く
議
論
」（「
趣
旨
」）
と
な
り
え
て
い
る
か
、
が
今
回
の
研
究
発
表
の
質
を
計
測
す
る
要
件
も
し
く
は
基
準
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
セ
ッ
シ
ョ
ン
№
6
（
九
月
六
日
）
で
の
二
人
の
研
究
発
表
は
、
貴
重
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
点

が
多
々
あ
っ
た
。
以
下
、
私
自
身
が
教
示
さ
れ
た
点
を
中
心
に
述
べ
て
、
発
表
へ
の
コ
メ
ン
ト
と
し
た
い
。

一
、
井
上
尚
実
氏
の
発
表
「「
群
萌
」
あ
る
い
は
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」

平
等
で
多
様
な
〈
弱
き
い
の
ち
〉
の
連
帯
へ

」
に
つ
い
て

井
上
尚
実
氏
の
発
表
は
、
⑴
集
合
的
・
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
、
⑵
仏
の
大
慈
大
悲
を
拠
り
処
と
す
る
〈
弱
き
い
の
ち
〉
の
連

帯
、
⑶
「
浄
土
の
慈
悲

互
酬
の
高
次
元
に
お
け
る
回
復

」、
の
大
き
く
三
つ
の
論
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、「
発
表

要
旨
」
並
び
に
大
会
当
日
に
配
付
さ
れ
た
「
レ
ジ
ュ
メ
」
と
口
頭
発
表
を
と
お
し
て
、
上
記
の
論
点
に
沿
っ
て
氏
の
発
表
内
容
を
整
理

し
、
若
干
の
評
言
を
加
え
た
い
。
筆
者
（
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
）
の
誤
解
、
誤
読
が
あ
れ
ば
、
ご
寛
恕
い
た
だ
き
た
い
。

⑴
集
合
的
・
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間

こ
こ
で
は
、
井
上
氏
の
問
題
関
心
と
、
本
研
究
の
視
座
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
大
変
興
味
深
い
。
近
代
・
現
代
社
会
に
お
け

る
人
間
観
は
差
別
と
排
除
を
基
底
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
仏
教
は
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」「
一
切
衆
生
」
の
語
か
ら
も
知
ら
れ

る
よ
う
に
、
社
会
性
を
も
つ
群
衆
と
し
て
人
間
を
捉
え
て
き
た
。
特
に
浄
土
教
は
、
現
実
社
会
に
存
在
す
る
差
別
と
分
断
・
排
除
の
構

造
を
批
判
し
、
多
様
な
生
命
が
等
し
く
尊
重
さ
れ
共
存
す
る
と
い
う
理
念
を
「
浄
土
」
と
し
て
説
示
し
て
き
た
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、

一
切
衆
生
が
そ
の
平
等
な
世
界
に
目
覚
め
、「
浄
土
」
を
共
有
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
働
き
続
け
て
い
る
。「
本
発
表
で
は
、
本
願
の
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「
十
方
衆
生
」
と
い
う
呼
び
か
け
が
、
個
人
の
意
識
や
能
力
・
資
質
に
価
値
を
置
く
近
・
現
代
の
人
間
観
を
相
対
化
し
、
そ
の
限
界
を

超
え
出
る
道
を
示
す
重
要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
た
い
」（「
発
表
要
旨
」）
と
述
べ
て
い
る
。「
仏
教
か
ら
見
る
「
人
間
」
定
義
の

新
次
元
」（
大
会
テ
ー
マ
）、「
今
一
度
「
新
次
元
」
を
切
り
開
く
た
め
の
基
礎
を
築
く
議
論
」（「
趣
旨
」）
を
意
識
し
、
そ
れ
に
可
能
な

限
り
応
答
し
よ
う
と
す
る
氏
の
研
究
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
考
察
は
、
仏
教
に
お
け
る
①
「
異
生
」「
凡
夫
」、
②
「
衆
生
」「
有
情
」、
③
「
慈
心
」
の
語
を
め
ぐ
る
氏
独
自
の
分
析
を
踏

ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。
特
に
②
に
つ
い
て
氏
は
、
経
典
に
は
「
す
べ
て
の
衆
生
は
無
始
以
来
の
生
死
流
転
に
お
い
て
互
い
に
眷
属
の

関
係
に
あ
る
」
と
考
え
る
べ
き
こ
と
が
説
示
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
仏
教
の
「
集
合
的
・
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
」
観
は
こ
の

「
衆
生
」
の
語
に
含
意
さ
れ
て
い
る
点
を
確
認
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
乗
浄
土
教
は
、「
群
萌
」「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
多
数
の
弱
者
の
苦
悩
に
共
感
し
、
そ
の
解
放
を
実
現
す
る
仏
の
大
悲
を
説
い
て
き
た
。「
多
く
の
人
々
の
た
め
に
」「
衆
生
無
辺
誓
願

度
」
と
の
菩
薩
の
願
い
は
、
現
代
世
界
に
共
有
さ
れ
る
べ
き
「
人
間
」
へ
の
眼
差
し
を
示
し
て
い
る
と
し
、
仏
教
と
り
わ
け
浄
土
教
の

人
間
観
の
現
代
的
意
義
を
提
言
す
る
。

⑵
仏
の
大
慈
大
悲
を
拠
り
処
と
す
る
〈
弱
き
い
の
ち
〉
の
連
帯

こ
こ
で
は
、
前
記
⑴
の
提
言
を
漢
訳
諸
文
献
の
う
え
で
詳
細
に
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
群
萌
」「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
初
期
漢
訳
経
典
に
お
い
て
「
多
く
の
〈
い
の
ち
〉」
bahujana、「
す
べ
て
の
〈
い
の
ち
〉」
sarva
sattva
の
意
訳
と
し
て
採

用
さ
れ
た
譬
喩
表
現
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
社
会
的
に
「
無
用
で
厄
介
な
多
数
者
」
と
い
う
否
定
的
価
値
観
を
含
む
暗
喩
で
あ
る
。
そ
し

て
「
群
萌
」
は
「
出
世
本
懐
」
を
説
く
文
脈
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
は
初
期
無
量
寿
経
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
で
多

く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
浄
土
教
は
本
来
そ
う
し
た
譬
喩
的
言
述
を
以
て
呼
ば
れ
る
よ
う
な
「
多
く
の
弱
者
、
異
質
な
他

者
」
の
救
済
と
解
放
を
課
題
と
し
て
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
教
巻
」
に
、
真
実
教
『
大
無
量
寿
経
』
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は
「
凡
小
」「
群
萌
」
の
た
め
の
仏
道
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
、
異
訳
と
し
て
『
大
阿
弥
陀
経
』
を
引
用
し
て
い
る
。『
唯
信
鈔
文
意
』

で
は
「
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」
と
、
自
ら
を
「
瓦
礫
」
に
譬
え
ら
れ
る
「
無
用
で
厄
介
な
多
数
者
」

の
一
人
と
し
て
連
帯
を
表
明
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
氏
の
考
察
は
、
大
乗
浄
土
教
の
伝
統
に
連
な
る
親
鸞
浄
土
教
の
救
済
観
の
位
相

そ
の
現
代
的
意

義
の
再
発
見
の
試
み
と
し
て
理
解
で
き
る
。

⑶
浄
土
の
慈
悲

互
酬
の
高
次
元
に
お
け
る
回
復

一
切
の
苦
悩
す
る
衆
生
を
見
捨
て
る
こ
と
の
な
い
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
心
は
、「
回
向
」
を
中
心
に
成
就
す
る
。
そ
れ
は
衆
生
が
仏
の

大
慈
大
悲
を
賜
る
（
信
受
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
平
等
の
救
済
が
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
親
鸞
は
、
こ
の
回
向
に
関
す
る
世
親

の
解
釈
を
大
切
に
受
け
と
め
、
思
想
の
根
幹
に
据
え
た
。『
教
行
信
証
』
を
は
じ
め
、
晩
年
の
『
如
来
二
種
回
向
文
』『
浄
土
三
経
往
生

文
類
』（
広
本
）
に
お
い
て
も
き
わ
め
て
重
視
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
親
鸞
浄
土
教
の
救
済
観
の
特
質
を
「
回
向
」
の
一
点
に
集
約
し
て
確
認
し
た
う
え
で
、
氏
は
そ
の
回
向
に
つ
い
て
以
下

の
よ
う
に
論
じ
る
。
回
向
と
は
贈
与
の
あ
り
方
で
あ
る
が
、
親
鸞
は
通
仏
教
的
な
「
行
者
の
自
力
に
よ
る
回
向
」
と
い
う
考
え
を
逆
転

し
て
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
一
切
衆
生
へ
の
無
限
か
つ
純
粋
な
贈
与
（「
他
力
回
向
」）
を
説
い
た
。
贈
与
の
真
の
主
体
は
阿
弥
陀
仏
で
あ
る

と
信
知
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
同
士
の
「
贈
与
と
返
礼
」
が
高
次
元
で
回
復
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
大
悲
回
向
は
、

国
家
や
民
族
が
利
己
的
に
傷
つ
け
合
う
世
界
、
多
く
の
人
々
が
苦
悩
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
、
自
然
な
相
互
扶
助

を
浸
透
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
氏
は
、
そ
の
代
表
的
事
例
と
し
て
親
鸞
の
『
歎
異
抄
』
第
四
章
を
分
析
す
る
。
氏
が
そ
の
読
解
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
注
目
し
て

い
る
の
は
、「
浄
土
の
慈
悲
と
い
ふ
は
、
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
て
、
お
も
ふ
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
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る
を
い
ふ
べ
き
な
り
」
の
一
文
、
中
で
も
「
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
と
の
親
鸞
の
表
現
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
一
文
に
つ
い
て
、

「
自
己
中
心
的
で
し
か
あ
り
え
な
い
凡
夫
が
、「
念
仏
し
て
、
速
や
か
に
仏
の
大
慈
大
悲
心
を
信
受
し
」、
他
者
の
た
め
に
自
然
に
動
き

出
す
よ
う
な
、「
は
か
ら
い
」
を
超
え
る
道
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
「
群
萌
」「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
に
開
か

れ
た
平
等
な
目
覚
め
へ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
」（「
レ
ジ
ュ
メ
」）
と
結
論
し
て
い
る
。

以
下
、
井
上
氏
の
発
表
内
容
を
め
ぐ
り
、
粗
雑
で
は
あ
る
が
、
コ
メ
ン
ト
を
付
し
た
い
。

⑴
・
⑵
に
つ
い
て

氏
に
よ
れ
ば
、「
群
萌
」
の
用
語
は
初
期
漢
訳
経
典
に
お
い
て
「
多
く
の
〈
い
の
ち
〉」
を
意
味
す
る
bahujana
の
意
訳
と
し
て
使

用
さ
れ
た
譬
喩
で
あ
り
、
社
会
的
に
「
厄
介
な
多
数
者
」
と
い
う
否
定
的
価
値
観
を
含
意
す
る
暗
喩
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
「
多
く
の
〈
い
の
ち
〉
の
た
め
に
」
如
来
が
世
に
現
れ
た
と
い
う
「
出
世
本
懐
」
を
説
く
文
脈
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
『
増
一
阿
含

経
』
で
、
さ
ら
に
そ
の
思
想
背
景
が
パ
ー
リ
仏
典
に
拠
っ
て
確
認
で
き
る
と
す
る
。
ま
た
、「
蜎
飛
蠕
動
」
の
語
が
後
漢
時
代
の
儒
家

や
道
家
の
文
献
か
ら
借
用
し
た
熟
語
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
に
と
っ
て
認
識
を
新
た
に
さ

れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
氏
は
、「
群
萌
」
に
加
え
て
、
特
に
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
の
語
が
初
期
無
量
寿
経
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
に

多
く
の
用
例
が
見
ら
れ
る
点
に
着
目
し
、
浄
土
教
は
「
多
く
の
弱
者
、
異
質
な
他
者
」
の
救
済
と
解
放
を
課
題
と
し
て
き
た
、
と
そ
の

特
徴
を
分
析
し
て
い
る
。

し
か
し
、
浄
土
教
（
無
量
寿
経
）
が
社
会
的
弱
者
、
低
階
層
（
在
家
者
の
悪
人
・
凡
夫
）
を
救
済
の
主
た
る
対
象
と
す
る
こ
と
は
、

先
行
研
究
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
井
上
氏
の
発
表
は
そ
れ
を
一
歩
超
え
る
質
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
で
き
れ
ば
簡
略

に
で
も
、
無
量
寿
経
典
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
（
文
献
学
、
教
理
史
）
と
の
対
比
に
触
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
氏
の
研
究
の
独
自
性
と
現

代
的
意
義
が
よ
り
一
層
明
瞭
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
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浄
土
教
を
「
多
く
の
弱
者
、
異
質
な
他
者
」
の
救
済
と
解
放
を
課
題
と
し
て
き
た
、
と
理
解
す
る
場
合
、
そ
の
「
救
済
」「
解
放
」、

と
り
わ
け
「
解
放
」
の
用
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
氏
な
り
の
理
解
を
説
明
し
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
。
特
に
現
代
的
問
題

関
心
の
立
場
か
ら
仏
教
や
親
鸞
を
語
る
時
、
し
ば
し
ば
「
解
放
」
の
語
が
使
わ
れ
る
。「
救
済
」
と
「
解
放
」
は
同
義
で
あ
る
の
か
、

異
義
で
あ
る
の
か
。「
解
放
」
と
い
う
場
合
、
精
神
的
解
放
と
物
質
的
も
し
く
は
社
会
的
解
放
の
二
義
が
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
氏

が
指
摘
す
る
の
は
、
精
神
的
解
放
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
解
放
」
と
い
う
現
代
語
は
、
そ
れ
を
使
用
す
る
者
に
、
少
な

く
と
も
そ
の
意
味
内
容
の
提
示
を
要
請
す
る
言
葉
で
は
な
か
ろ
う
か
。
⑶
で
「
浄
土
の
慈
悲
」
が
「
互
酬
の
高
次
元
に
お
け
る
回
復
」

を
実
現
し
、「
自
然
な
相
互
扶
助
を
浸
透
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
」
と
指
摘
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
趣
旨
が
今
一
つ
私
に
は
判
然
と

し
な
か
っ
た
の
は
、「
救
済
」
と
「
解
放
」
の
意
味
内
容
の
説
明
が
聞
け
な
か
っ
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

口
頭
発
表
時
に
そ
う
し
た
説
明
を
私
が
聞
き
落
と
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

⑶
に
つ
い
て

『
歎
異
抄
』
第
四
章
を
め
ぐ
る
氏
の
解
釈
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
疑
問
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
章
の
読
解
ポ
イ
ン
ト
は
、

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、「
慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
は
り
め
あ
り
」
の
「
か
は
り
め
」、
氏
が
着
目
す
る
「
念
仏
し
て
い
そ
ぎ

仏
に
な
り
て
」
を
含
む
一
文
、「
念
仏
ま
ふ
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
を
り
た
る
大
慈
悲
心
」
の
三
ヵ
所
で
あ
ろ
う
。
氏
は
、「
念
仏
し
て
い

そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
を
中
核
と
す
る
問
題
の
一
文
を
、「「
念
仏
し
て
、
速
や
か
に
仏
の
大
慈
大
悲
心
を
信
受
し
」、
他
者
の
た
め
に
自

然
に
動
き
出
す
よ
う
な
、
「は
か
ら
い
」
を
超
え
る
道
」
を
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

断
定
的
表
現
を
避
け
て
い
る
の
で
、
氏
の
試
訳
提
示
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
う
え
で
敢
え
て
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
氏
の
積
極

的
な
理
解
は
「
還
相
回
向
」
を
念
仏
者
の
現
生
で
理
解
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
も
読
み
取
れ
る
（
今
は
そ
の
是
非
に
つ
い
て
の
言
及
は

差
し
控
え
た
い
）。
ま
た
、「
他
者
の
た
め
に
自
然
に
動
き
出
す
」
の
内
容
が
判
然
と
し
な
い
。「
念
仏
し
て
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
の
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言
述
は
、
も
と
も
と
法
然
の
テ
キ
ス
ト
に
多
く
見
ら
れ
る
一
種
の
定
型
句
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
法
然
に
お
い
て
は
、

そ
の
文
脈
上
い
わ
ゆ
る
「
念
仏
往
生
」「
念
仏
成
仏
」
の
意
で
あ
っ
て
、
問
題
の
一
文
全
体
は
臨
終
後
の
他
者
救
済
（
還
相
）
を
語
っ

て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
の
が
無
難
で
あ
る
（
正
確
に
言
え
ば
、
前
記
定
型
句
に
続
き
、
親
鸞
が
「
大
慈
大
悲
心
を
も
て
…
…
」
と
語

る
表
現
も
、
そ
の
原
型
と
も
言
え
る
類
似
し
た
言
述
が
法
然
に
見
ら
れ
る
）。
親
鸞
が
こ
の
法
然
的
言
述
を
採
用
し
て
述
べ
る
際
、
そ

こ
に
親
鸞
的
解
釈
を
含
め
て
い
る
の
か
否
か
、
が
読
解
上
の
課
題
と
な
る
（
井
上
氏
の
解
釈
が
成
立
す
る
根
拠
も
、
そ
の
読
解
如
何
に

拠
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
）。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
氏
の
積
極
的
理
解
は
、
特
に
今
回
の
研
究
の
結
論
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

成
立
根
拠
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
や
は
り
簡
略
に
で
も
第
四
章
を
め
ぐ
る
先
行
研
究
と
の
対
比
に
お
い
て
考
察
を
展
開
し
て
い
た
だ

き
た
か
っ
た
。
そ
の
際
、
先
に
指
摘
し
た
三
つ
の
読
解
ポ
イ
ン
ト
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
、
第
四
章
を
全
体
的
、
総
体
的
観
点
か
ら
試

解
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

二
、
山
崎
龍
明
氏
の
発
表
「
親
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
人
間
と
環
境
の
洞
察

批
判
原
理
と
し
て
の
「
浄
土
」
の
回
復

」
に
つ
い
て

山
崎
龍
明
氏
の
発
表
は
、
大
き
く
三
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

⑴
根
本
煩
悩
（
以
下
、
見
出
し
は
「
発
表
要
旨
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
拠
る
）

人
間
の
限
り
な
い
傲
慢
の
時
代
と
も
言
わ
れ
る
現
代
に
お
い
て
、
仏
教
が
伝
統
的
に
説
い
て
き
た
人
間
観
、
す
な
わ
ち
人
間
を
煩
悩

を
抱
え
苦
悩
す
る
存
在
で
あ
る
と
見
る
認
識
、
と
り
わ
け
根
本
煩
悩
の
一
つ
で
あ
る
「
慢
」
の
思
想
は
、
現
代
を
支
配
す
る
人
間
観
を

仏
教
の
立
場
か
ら
批
判
し
新
し
い
人
間
観
を
現
代
に
提
示
す
る
う
え
で
再
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
現
代
的
意
義
を
有
し
て
い
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る
。
仏
教
の
人
間
観
は
、
煩
悩
か
ら
脱
却
し
、
人
間
本
来
の
人
間
に
回
帰
す
る
道
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
が
「
慢
」
か

ら
脱
却
し
て
「
愚
」
に
還
る
世
界
を
教
え
る
も
の
と
言
え
る
。
特
に
「
往
生
成
仏
」
の
仏
道
と
し
て
他
力
の
仏
道
を
説
い
た
親
鸞
浄
土

教
は
、
そ
の
人
間
が
「
慢
」
か
ら
「
愚
」
に
還
る
道
を
強
調
的
に
説
い
て
い
る
。
そ
う
し
た
点
で
親
鸞
浄
土
教
は
現
代
に
お
い
て
存
在

意
義
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞
浄
土
教
の
現
代
的
意
義
は
、
こ
の
人
間
観
を
中
軸
と
し
て
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

⑵
親
鸞
浄
土
教
の
真
髄

此
土
を
超
越
し
た
「
ア
ミ
ダ
如
来
」「
浄
土
」
は
信
を
契
機
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
内
在
す
る
。「
如
来
」
と
「
衆
生
」、「
浄
土
」
と

「
穢
土
」
は
二
元
対
立
的
で
は
な
く
、
二
而
不
二
の
論
理
の
も
と
で
領
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
親
鸞
は
「
生
死
即
涅
槃
」「
煩
悩

即
菩
提
」「
煩
悩
菩
提
体
無
二
」
と
表
現
す
る
。
こ
れ
が
大
乗
空
の
論
理
で
あ
り
、
そ
の
「
即
」
を
成
立
さ
せ
る
論
理
の
根
源
に
、
親

鸞
は
「
ア
ミ
ダ
如
来
」「
願
力
」
の
働
き
を
見
た
。
親
鸞
の
人
間
観
は
「
煩
悩
具
足
」「
罪
悪
深
重
」
と
規
定
さ
れ
る
が
、
同
時
に
そ
れ

は
「
如
来
に
等
し
い
」「
弥
勒
に
お
な
じ
」
人
生
を
歩
む
者
で
あ
る
と
い
う
、
人
間
否
定
即
肯
定
と
い
う
点
に
そ
の
特
質
が
あ
る
。
現

代
社
会
の
苦
逼
を
生
き
る
人
間
を
解
放
す
る
道
を
他
力
仏
道
の
立
場
か
ら
説
示
し
た
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
浄
土
教
の
真
髄
が
見
ら
れ
る
。

⑶
環
境
破
壊
と
浄
土
の
構
造

こ
こ
で
は
、「
浄
土
」
は
此
土
の
現
実
に
い
か
に
寄
与
す
る
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
。
仏
法
は
依
正
二
報
を
説
く
。
い
わ
ゆ
る

「
環
境
」
と
「
人
間
（
個
体
）」
の
こ
と
で
あ
る
。「
環
境
」
と
「
人
間
」
は
切
り
離
せ
な
い
（
依
正
不
二
）。
人
間
は
人
間
界
と
い
う
環

境
下
に
あ
り
、
そ
の
場
は
娑
婆
と
か
穢
土
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
悪
環
境
を
脱
し
て
極
楽
浄
土
に
転
生
す
る
の
が
浄
土
教
の
基
本
型
で
あ

る
。
し
か
し
、
親
鸞
浄
土
教
に
お
い
て
は
少
し
く
そ
の
趣
を
異
に
す
る
。
浄
土
は
往
生
す
る
場
（
大
槃
涅
槃
）
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ

れ
は
「
此
土
」
と
「
我
が
身
」
を
根
源
的
に
批
判
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
人
間
再
生
の
契
機
）。
浄
土
の
構
造
で
あ
る
三
厳
（
仏
国
土
、
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仏
、
菩
薩
）
二
十
九
種
、
と
は
「
清
浄
功
徳
、
量
功
徳
、
水
功
徳
」
等
々
で
あ
る
。
曇
鸞
は
こ
の
荘
厳
の
一
々
に
「
仏
も
と
何
が
故
ぞ

此
の
願
を
興
し
た
ま
え
る
」
と
示
し
て
い
る
（『
往
生
論
註
』）。
こ
れ
ら
の
国
土
、
仏
、
菩
薩
の
荘
厳
、
つ
ま
り
浄
土
の
あ
り
よ
う
を

基
底
と
し
て
、
人
間
と
環
境
破
壊
の
根
源
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。「
環
境
破
壊
」
の
主
体
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
の
自
我
意
識
で
あ

り
「
煩
悩
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
浄
土
の
荘
厳
相
は
如
実
に
示
し
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
は
、
大
会
事
前
に
学
会
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
た
「
発
表
要
旨
」
を
基
に
、
大
会
当
日
の
山
崎
氏
の
口
頭
発
表
内
容
を
可
能
な
限
り

補
足
し
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
は
「
発
表
要
旨
」
⑴
⑵
⑶
に
関
す
る
「
資
料
」（
た
だ
し
、
⑴
↓
煩
悩
一
覧
表
、
親
鸞
の
人

間
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
『
一
念
多
念
文
意
』『
唯
信
鈔
文
意
』『
正
像
末
和
讃
』
等
の
諸
文
、
⑶
↓
『
論
註
』
の
仏
国
土
荘
厳
に
関
す

る
諸
文
、
は
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
⑵
に
つ
い
て
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
）
は
配
付
さ
れ
た
が
、
発
表
内
容
に
係
る
レ
ジ
ュ
メ
が
な

か
っ
た
た
め
、
山
崎
氏
の
意
図
を
十
分
に
汲
み
取
り
正
確
に
理
解
で
き
て
い
る
か
、
不
安
な
点
も
残
る
。
誤
読
、
誤
解
が
含
ま
れ
て
い

れ
ば
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

次
に
、
山
崎
氏
の
発
表
内
容
（
要
旨
・
口
頭
）
を
検
討
し
て
み
た
い
。

⑴
に
つ
い
て

本
研
究
発
表
の
題
目
は
「
親
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
人
間
と
環
境
の
洞
察

批
判
原
理
と
し
て
の
「
浄
土
」
の
回
復

」（「
発
表

要
旨
」）
で
あ
っ
た
。
そ
の
題
目
、
発
表
内
容
の
構
成
、
文
脈
か
ら
判
断
し
て
、
山
崎
氏
の
本
発
表
の
主
眼
が
⑶
の
環
境
破
壊
と
浄
土

の
構
造
、
す
な
わ
ち
「
浄
土
」
は
此
土
の
現
実
に
い
か
に
寄
与
す
る
か
と
の
問
題
提
起
に
基
づ
く
「
浄
土
」
の
現
代
的
意
義
の
再
確
認

に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
⑴
の
人
間
観
の
確
認
は
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
布
石
と
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
。

氏
は
口
頭
発
表
に
お
い
て
、「
資
料
」
に
拠
り
つ
つ
、「
根
本
煩
悩
」
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
し
、
中
で
も
「
慢
」
に
着
目
し
て
そ
れ
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が
現
代
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
煩
悩
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
観
点
か
ら
仏
教
は
「
慢
」
か
ら
の
脱
却
、「
愚
」
に
還
る
道

を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
仏
道
を
強
調
し
た
親
鸞
浄
土
教
の
現
代
的
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
親
鸞
の
人
間
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
言
述
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
仏
教
の
説
く

根
本
煩
悩
の
ど
れ
に
該
当
す
る
か
、
詳
細
に
読
み
解
い
て
い
る
。

し
か
し
、「
資
料
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
親
鸞
の
「
煩
悩
」
言
述
は
、「
貪
」「
瞋
」「
痴
」
の
い
わ
ゆ
る
「
三
毒
」
の
煩
悩
に
関
す
る

も
の
が
多
い
。
も
ち
ろ
ん
「
慢
」「
疑
」「
見
」
を
含
め
て
「
根
本
煩
悩
」
全
般
に
わ
た
っ
て
言
述
は
見
ら
れ
る
が
、
仏
教
を
「
慢
」
か

ら
「
愚
」
へ
還
る
道
と
規
定
し
、
そ
の
代
表
的
事
例
と
し
て
親
鸞
浄
土
教
を
取
り
上
げ
る
に
は
、
文
献
的
に
は
い
さ
さ
か
無
理
が
あ
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
仏
教
の
立
場
か
ら
現
代
の
諸
問
題
に
発
言
し
て
い
く
時
、
も
し
く
は
現
代
か
ら
仏
教
を
見
直
す
時
、
現
代
を

「
慢
」
の
時
代
と
し
て
捉
え
、
仏
教
の
現
代
的
意
義
を
「
慢
」
か
ら
「
愚
」
へ
還
る
道
と
し
て
再
確
認
し
発
言
し
て
い
く
こ
と
は
、
大

切
な
試
み
で
あ
り
、
私
も
概
ね
賛
意
を
表
し
た
い
。
お
そ
ら
く
山
崎
氏
の
真
意
は
、
根
本
煩
悩
を
そ
の
随
一
で
あ
る
「
慢
」
に
切
り

取
っ
て
の
考
察
と
い
う
よ
り
は
、「
慢
」
に
統
合
統
括
し
て
の
考
察
に
あ
る
と
推
考
す
る
。
氏
の
口
頭
発
表
の
中
で
そ
う
し
た
指
摘
が

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
が
聞
き
落
と
し
て
い
た
の
な
ら
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
氏
は
親
鸞
の
言
述
文
献
を
す
べ
て
『
島
地
本
聖
典
』
か
ら
引
用
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
同
書
は
学
術
研
究
の
場
で
は
今

日
基
本
的
に
依
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
失
礼
な
が
ら
、
一
般
的
な
テ
キ
ス
ト
を
利
用
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
う

次
第
で
あ
る
。

⑵
に
つ
い
て

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、「
発
表
要
旨
」
⑴
⑵
⑶
に
関
す
る
「
資
料
」
に
、
こ
の
⑵
に
係
る
親
鸞
言
述
は
提
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

加
え
て
、「
発
表
要
旨
」
の
内
容
の
具
体
的
な
説
明
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
「「
ア
ミ
ダ
如
来
」「
浄
土
」
は
信
を
契
機
と
し
て
わ
れ
わ
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れ
に
内
在
す
る
」、「
二
而
不
二
」、「
煩
悩
即
菩
提
」、「
大
乗
空
の
論
理
」、「
如
来
に
等
し
い
」、「
人
間
否
定
即
肯
定
」、「「
即
」
を
成

立
さ
せ
る
論
理
の
根
源
に
親
鸞
は
「
ア
ミ
ダ
如
来
」「
願
力
」
の
は
た
ら
き
を
み
た
」
等
々
の
、
こ
の
⑵
全
体
の
論
旨
を
聴
き
手
が
正

確
に
理
解
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
親
鸞
の
表
現
に
関
す
る
山
崎
氏
の
理
解
や
、
氏
が
使
用
し
て
お
ら
れ
る
用
語
の
意
味
内
容
に
つ
い
て

の
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
も
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
と
り
わ
け
前
記
⑴
で
論
じ
ら
れ
た

「
慢
」
か
ら
の
脱
却
、「
愚
」
に
還
る
道
と
、「
煩
悩
具
足
」、「
如
来
に
等
し
い
」、「
人
間
否
定
即
肯
定
」、「
人
間
を
解
放
す
る
道
」
と

言
わ
れ
る
事
態
と
の
関
係
性
を
、
氏
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
大
い
に
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
誌
に
掲
載
さ
れ

る
氏
の
論
文
で
は
こ
う
し
た
点
に
も
触
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑶
に
つ
い
て

こ
れ
は
山
崎
氏
の
研
究
発
表
に
お
い
て
最
大
の
論
点
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
浄
土
」
の
現
代
的
意
義
を
「
批

判
原
理
」
に
あ
る
と
し
、
環
境
破
壊
が
進
む
現
代
に
対
し
て
仏
教
の
立
場
か
ら
問
題
提
起
を
す
る
視
座
を
提
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

氏
は
そ
の
根
拠
を
、『
論
註
』
に
お
け
る
浄
土
の
三
厳
二
十
九
種
、
中
で
も
国
土
荘
厳
の
註
釈
に
求
め
て
い
る
。「
資
料
」
で
は
国
土
荘

厳
十
七
種
の
う
ち
、
特
に
「
清
浄
功
徳
」「
量
功
徳
」「
触
功
徳
」「
三
種
功
徳
の
一
つ
で
あ
る
水
功
徳
」「
光
明
功
徳
」「
妙
声
功
徳
」

に
関
す
る
原
文
（
原
文
は
十
七
種
の
総
相
で
あ
る
清
浄
功
徳
の
み
）
と
そ
の
訳
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

氏
が
着
目
す
る
点
は
、
ど
の
荘
厳
功
徳
に
お
い
て
も
そ
の
功
徳
相
の
成
就
を
阿
弥
陀
如
来
が
願
っ
た
事
由
を
、「
迷
い
の
三
界
」（
穢

土
）
の
現
実
へ
の
悲
傷
に
あ
っ
た
と
す
る
曇
鸞
の
言
表
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
氏
は
、
結
論
と
し
て
、
現
代
に
お
け
る
喫
緊
の
「
環
境
破

壊
」
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
、
前
記
⑴
を
踏
ま
え
、「
環
境
破
壊
」
の
主
体
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
の
自
我
意
識
、「
煩
悩
」
で
あ
る
こ

と
を
浄
土
の
荘
厳
相
は
示
し
て
い
る
（
依
正
不
二
）。
つ
ま
り
「
浄
土
」
は
現
実
に
対
す
る
「
批
判
原
理
」
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
。

親
鸞
浄
土
教
に
お
い
て
は
、「
浄
土
」
は
往
生
す
る
場
で
あ
り
、
同
時
に
「
此
土
」「
我
が
身
」
を
根
源
的
に
批
判
す
る
も
の
と
し
て
理
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解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
結
論
箇
所
に
関
し
て
は
、「
発
表
要
旨
」
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
残
念
な
が
ら
当
日
の
発
表
で
は
言
及
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
山
崎
氏
の
詳
細
な
見
解
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
誌

の
論
文
に
期
待
し
た
い
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
浄
土
を
現
実
社
会
に
対
す
る
「
批
判
原
理
」
と
見
て
、
そ
の
現
代
的
意
義
を
提
唱
す
る
こ
と
は
、
意
味
深
い
試
み

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
非
礼
を
承
知
の
う
え
で
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
前
提
作
業
と
し
て
、
親
鸞
浄
土
教
の
テ
キ
ス
ト
に
即

し
つ
つ
親
鸞
の
浄
土
言
述
を
確
認
す
る
こ
と
。
す
な
わ
ち
、『
教
行
信
証
』
と
り
わ
け
如
来
及
び
浄
土
を
主
題
と
す
る
「
真
仏
土
巻
」

を
読
み
解
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
こ
よ
う
。
山
崎
氏
の
発
表
で
は
、
直
接
『
論
註
』
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
『
論
註
』
や
『
涅

槃
経
』
等
を
引
用
し
て
「
真
土
」（
浄
土
）
の
性
格
を
論
証
説
示
し
て
い
る
親
鸞
の
作
業
内
容
が
、
先
ず
は
対
象
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
氏
の
提
言
は
重
要
な
意
義
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
問
題
関
心
を
含
め
て
首
肯
で
き
る
点
も
多
々
あ
る
け
れ
ど
も
、

曇
鸞
を
以
て
親
鸞
を
語
っ
て
い
る
点
、
そ
の
考
察
内
容
が
主
題
「
親
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
人
間
と
環
境
の
洞
察
」
の
意
図
と
函
蓋
相
応

し
て
い
る
か
、
少
々
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
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