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右
の
写
真
は
学
生
の
頃
、パ
キ
ス
タ
ン
の
市

場
で
写
し
た
も
の
で
す
。
同
じ
イ
ス
ラ
ム
教

圏
で
も
、
こ
の
国
に
来
る
前
に
立
ち
寄
っ
た
ト

ル
コ
や
イ
ラ
ン
と
は
違
う
、粗
削
り
な
感
じ
の

雰
囲
気
が
心
地
よ
か
っ
た
こ
と
を
今
で
も
覚

え
て
い
ま
す
。か
つ
て
、こ
の
国
の
北
部
は
ガ
ン

ダ
ー
ラ
と
呼
ば
れ
、
東
西
文
化
の
交
流
地
と

し
て
栄
え
ま
し
た
。
イ
ン
ド
が
ヒ
ン

ズ
ー
教
圏
と
イ
ス
ラ
ム
教
圏
に
分
か
れ
、

パ
キ
ス
タ
ン
と
し
て
歩
み
始
め
た
の
は

戦
後
の
こ
と
で
す
。
私
が
感
じ
た
の
は

新
し
く
国
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

近
年
、
こ
の
国
で
有
名
に
な
っ
た
少
女

が
い
ま
し
た
。ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞

し
た
マ
ラ
ラ
・
ユ
ス
フ
ザ
イ
さ
ん
で
す
。

女
子
校
を
経
営
し
て
い
た
父
の
影
響
で
、

タ
リ
バ
ー
ン
の
女
性
差
別
を
訴
え
て
い

た
彼
女
が
二
〇
一
二
年
に
暗
殺
さ
れ
か

け
た
こ
と
は
ご
存
知
の
通
り
で
す
。

こ
れ
以
降
も
、こ
の
国
で
は
、二
〇
一

四
年
に
は
学
校
が
襲
撃
さ
れ
、
子
供
一

三
二
人
を
含
む
一
四
一
人
が
死
亡
、二

〇
一
五
年
に
は
バ
ス
襲
撃
テ
ロ
事
件
で

四
十
三
人
が
死
亡
、
二
〇
一
六
年
に
は

大
学
襲
撃
テ
ロ
事
件
で
二
十
五
人
が

死
亡
、
病
院
が
爆
破
さ
れ
六
九
人
が
死

亡
、
公
園
で
自
爆
テ
ロ
が
あ
り
七
十
人

以
上
が
死
亡
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対

し
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
政
府
は
ア
メ
リ
カ

と
協
力
し
て
大
規
模
な
タ
リ
バ
ー
ン
掃

討
作
戦
を
展
開
し
、
沈
静
化
に
向
か
っ

て
い
ま
す
が
、
一
部
の
タ
リ
バ
ー
ン
勢

力
が
イ
ス
ラ
ム
国
と
合
流
し
さ
ら
な
る

テ
ロ
を
画
策
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
様
な
状
況
で
、
マ
ラ
ラ
さ
ん
は

「
タ
リ
バ
ー
ン
に
復
讐
し
た
い
と
は
思
い

ま
せ
ん
。私
は
タ
リ
バ
ー
ン
の
息
子
や
娘

た
ち
に
教
育
を
受
け
さ
せ
て
あ
げ
た
い

の
で
す
」
と
語
り
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
授
賞
式

で
「
な
ぜ
「
強
い
」
と
い
わ
れ
る
国
々
は
、

戦
争
を
生
み
出
す
力
が
と
て
も
あ
る
の

に
、平
和
を
も
た
ら
す
こ
と
に
か
け
て
は

弱
い
の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
銃
を
与
え

る
こ
と
は
と
て
も
簡
単
な
の
に
、本
を
与

え
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
の
で
し
ょ
う

か
。
な
ぜ
戦
車
を
つ
く
る
こ
と
は
と
て
も

簡
単
で
、学
校
を
建
て
る
こ
と
は
と
て
も

難
し
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
、
訴
え
て
い

ま
す
。仏
教
で
も
、憎
し
み
や
恐
れ
は
よ

り
大
き
な
悲
し
み
を
生
み
出
す
と
説
い

て
い
ま
す
。
マ
ラ
ラ
さ
ん
の
講
演
最
後
の

言
葉
は
「
女
の
子
が
幼
い
う
ち
に
強
制

的
に
結
婚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
、
戦
争

で
子
供
の
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
も
、
子

供
が
学
校
に
通
え
な
い
こ
と
も
、こ
れ
で

終
わ
り
に
し
ま
し
ょ
う
」
で
し
た
。終
わ

ら
せ
る
勇
気
は
互
い
を
思
い
や
る
心
か

ら
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

終
わ
ら
せ
る
勇
気

德　

法　

寺　

杉　

谷　
　
　

淨　

も
し
衆
生
あ
り
て
仏
に
帰
す
れ
ば
、

か
の
人
、千
億
の
魔
に
畏
れ
ず
。

『
教
行
信
証
』化
身
土
巻（
末
）

『
教
行
信
証
』

　

親
鸞
聖
人
の
主
著
。
こ
の
一

文
は
『
日
蔵
経
』
巻
第
九
「
念

仏
三
昧
品
」
か
ら
の
引
用
。
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旅
の
魅
力
は
予
期
せ
ぬ
出
会

い
と
そ
こ
か
ら
様
々
な
興
味
、

関
心
を
呼
び
起
こ
す
と
こ
ろ
に

あ
り
ま
す
。
先
日
、
久
し
ぶ
り

に
新
潟
県
・
十
日
町
市
に
行
き

ま
し
た
。
今
回
の
話
は
、
今
か

ら
二
十
五
年
前
、
イ
ン
ド
で

買
っ
た
一
枚
の
絵
に
始
ま
る
の

で
す
。

昼
食
の
た
め
に
立
ち
寄
っ
た

パ
ト
ナ
と
い
う
街
の
ホ
テ
ル
で
、

私
達
の
前
に
現
れ
た
、
何
枚
も

の
絵
を
抱
え
た
男
。
そ
の
絵
を

生
ん
だ
ミ
テ
ィ
ラ
ー
地
方
で
は
、

三
千
年
前
か
ら
、
母
よ
り
娘
へ

と
い
う
形
で
、
独
特
な
絵
の
技

法
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

元
々
は
土
壁
や
床
に
描
か
れ
た

も
の
で
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て

い
る
日
常
の
営
み
は
、
彼
女
ら

の
日
々
折
々
の
心
の
有
様
そ
の

も
の
で
す
。こ
れ
ら
の
絵
は『
ミ

テ
ィ
ラ
ー
画
』
と
呼
ば
れ
、
ピ

カ
ソ
に
も
影
響
を
与
え
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

男
の
手
に
よ
っ
て
私
の
前
に

並
べ
ら
れ
た
そ
れ
ら
の
絵
は
、

す
べ
て
手
描
き
の
作
品
で
、
一

つ
と
し
て
同
じ
も
の
は
な
く
、

素
朴
で
は
あ
る
も
の
の
個
性
的

な
も
の
ば
か
り
で
し
た
。

そ
の
時
に
添
乗
員
か
ら
新
潟

県
・
十
日
町
市
で
、
こ
の
絵
を

愛
し
、
美
術
館
を
作
っ
た
人
が

い
る
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
前

衛
音
楽
グ
ル
ー
プ
『
タ
ー
ジ
・

マ
ハ
ー
ル
旅
行
団
』
所
属
の
長

谷
川
時
夫
氏
で
す
。
彼
は
新
た

な
音
作
り
の
た
め
に
、
試
行
錯

誤
の
末
、
仏
教
音
楽
を
交
え
た

東
洋
的
な
音
楽
制
作
に
取
り
組

ん
で
い
ま
し
た
。
四
十
五
年
前
、

東
京
か
ら
十
日
町
市
に
転
居
し

た
彼
は
、
廃
校
の
小
学
校
を
借

り
受
け
、
こ
の
地
に
『
ミ
テ
ィ

ラ
ー
美
術
館
』
を
開
館
し
た
の

で
す
。
イ
ン
ド
か
ら
帰
っ
て
き

た
知
人
が
持
参
し
た
『
ミ
テ
ィ

ラ
ー
画
』
が
き
っ
か
け
で
し
た
。

私
は
過
去
に
二
度
訪
ね
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
の
時
、
イ
ン
ド

か
ら
こ
の
美
術
館
で
『
ミ
テ
ィ

ラ
ー
画
』
を
実
演
制
作
す
る
た

め
に
来
日
し
て
い
た
姉
妹
に
会

い
ま
し
た
。彼
女
達
は『
ミ
テ
ィ

ラ
ー
画
』
を
描
く
意
味
を
、

「
月
が
来
る
と
花
は
笑
う
。月

は
寒
い
時
や
雨
季
に
も
澄
み

切
っ
て
い
て
、
月
を
見
る
と
心

が
幸
福
に
な
る
。
何
か
問
題
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
心
が
晴
れ
、

そ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
う
。」

と
、
月
に
託
し
て
語
っ
て
い
ま

し
た
。
ま
た
、
長
谷
川
時
夫
氏

は
『
ミ
テ
ィ
ラ
ー
画
』
を
、

「
こ
の
絵
の
魅
力
は
、日
本
が

明
治
開
国
以
来
、
急
速
に
経
済

大
国
を
築
い
て
い
く
中
で
、
切

り
捨
て
失
っ
て
き
た
も
の
を
豊

か
に
持
っ
て
い
る
。」

と
評
し
て
い
ま
す
。

私
達
の
日
常
を
振
り
返
っ
て

み
る
と
、
早
さ
や
効
率
に
追
わ

れ
、
先
を
急
ぐ
あ
ま
り
、
心
の

存
在
さ
え
忘
れ
て
い
る
よ
う
に

思
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

が
、
視
野
を
狭
く
し
て
し
ま
う

の
で
す
。
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
、

何
を
見
過
ご
し
て
き
た
の
か
、

見
つ
め
直
す
時
間
が
必
要
な
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

尚
、
二
〇
〇
四
（
平
成
十
六
）

年
の
中
越
地
震
に
よ
り
、
こ
の

美
術
館
は
大
き
な
損
害
を
受
け
、

一
時
、
閉
鎖
を
余
儀
な
く
さ
れ

ま
し
た
が
、
今
は
無
事
に
再
開

す
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
長
谷
川
時
夫
氏
の
想
像

を
絶
す
る
努
力
の
賜
物
で
す
。

『
伝
え
て
い
く
』こ
と
の
大
切
さ

を
学
ば
せ
て
頂
い
た
旅
と
な
り

ま
し
た
。

石
川
教
雄

ミ
テ
ィ
ラ
ー
美
術
館
を
訪
ね
て

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
略
歴
）

い
し
か
わ　

の
り
お

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
十
九
年
）

十
月
二
十
一
日

富
山
市
生
ま
れ

龍
谷
大
学
文
学
部
卒
。

伝
道
院
（
布
教
使
課
程
）
修
了
。

富
山
市
水
橋
舘
町
四
八
五

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
永
順
寺
住
職

富
山
教
区
西
別
院
『
と
も
し
び
』

編
集
委
員

カルプーリー・デーヴィー「チャクバ」
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八
田
の
入
信
房

今
回
は
親
鸞
聖
人
の
弟
子
で
、

関
東
二
十
四
輩
の
第
十
八
番
で

あ
る
八
田
の
入
信
房
で
す
。

八
田
の
入
信
房
を
開
基
と
す

る
仏
名
山
玉
川
院
常
福
寺
（
茨

城
県
つ
く
ば
市
大
曽
根
）
が
伝

え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
八
田

の
入
信
房
の
俗
姓
は
八
田
七
郎

知
朝
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
八
田

氏
は
常
陸
の
豪
族
で
あ
る
宇
都

宮
氏
の
祖
、
宇
都
宮
朝
綱
の
子
、

八
田
宗
綱
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ

て
い
ま
す
。
宇
都
宮
氏
は
熱
心

な
浄
土
教
信
仰
で
知
ら
れ
て
お

り
、
朝
綱
は
益
子
に
阿
弥
陀
堂

を
建
立
、
子
で
あ
る
頼
綱
は
後

に
法
然
上
人
に
弟
子
入
り
し
て

い
ま
す
。
傍
流
で
あ
る
八
田
氏

も
同
様
に
浄
土
教
信
仰
を
持
っ

て
い
た
よ
う
で
、
宗
綱
の
子
で

あ
る
知
家
は
常
陸
に
関
東
に
お

け
る
浄
土
信
仰
の
中
心
で
あ
る

善
光
寺
の
分
寺
を
建
立
し
、
新

善
光
寺
殿
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
以
降
、
八
田
氏
は
善

光
寺
に
対
す
る
強
い
信
仰
心
を

代
々
受
け
継
い
で
い
た
よ
う
で

す
。親

鸞
聖
人
も
、
関
東
に
入
ら

れ
る
時
、
善
光
寺
に
立
ち
寄
ら

れ
、
善
行
寺 
聖 
と
な
ら
れ
た
と

ひ
じ
り

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
善
行
寺

聖
と
は
、
善
光
寺
か
ら
ご
本
尊

で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
を
賜
り
、

各
地
で
こ
れ
を
ご
開
帳
し
て
講

組
織
を
作
り
、
寄
進
を
集
め
る

僧
侶
の
こ
と
で
す
。
妻
子
を
連

れ
て
関
東
に
来
ら
れ
た
親
鸞
聖

人
に
と
っ
て
、
善
行
寺
聖
で
あ

る
こ
と
が
大
切
な
生
活
の
糧
と

な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
常
陸
の
国
に
入
ら
れ
た

親
鸞
聖
人
が
、
こ
の
地
域
で
の

善
光
寺
信
仰
の
代
表
的
な
存
在

で
あ
っ
た
八
田
氏
の
も
と
に

行
っ
た
の
も
頷
け
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
寺
が
伝
え
て
い

る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
こ
の
頃
、

稲
田
草
庵
に
お
住
ま
い
で
あ
っ

た
親
鸞
聖
人
が
八
田
氏
の
所
領

を
訪
れ
た
の
は
、
こ
の
地
に
あ

る
太
子
堂
を
参
詣
す
る
た
め
で

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
太

子
堂
と
は
聖
徳
太
子
を
祀
る
お

堂
で
す
。
当
時
、
日
本
に
仏
教

を
弘
め
ら
れ
た
聖
徳
太
子
に
対

す
る
信
仰
（
太
子
信
仰
）
は
全

国
に
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
親

鸞
聖
人
も
、
聖
徳
太
子
を
日
本

の
お
釈
迦
様
と
し
て
尊
敬
し
、

多
く
の
和
讃
を
残
し
て
い
ま
す
。

仏
教
に
帰
依
し
て
い
た
八
田

氏
の
所
領
に
太
子
堂
が
あ
る
こ

と
は
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
こ
こ
を
親
鸞
聖
人
が
参
詣

す
る
こ
と
も
不
思
議
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
寺
伝
に
は

善
光
寺
の
こ
と
が
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
の
で
す
。
初
期
の
親
鸞

聖
人
を
伝
え
る
絵
伝
に
は
大
き

く
善
光
寺
が
描
か
れ
て
い
ま
す

が
、
本
願
寺
が
伝
え
る
絵
伝
に

は
善
光
寺
が
描
か
れ
て
い
ま
せ

ん
。
親
鸞
聖
人
が
善
光
寺
と
関

係
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
本
願
寺

が
快
く
思
っ
て
い
な
か
っ
た
よ

う
に
思
え
ま
す
。
こ
の
こ
と
が

寺
伝
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。

本
願
寺
の
意
図
は
ど
う
で
あ

れ
、
善
光
寺
が
親
鸞
聖
人
と
八

田
氏
の
入
信
房
を
結
び
付
け
た

可
能
性
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

親
鸞
聖
人
が
京
都
に
帰
ら
れ
た

後
、
八
田
の
入
信
房
は
そ
の
後

を
追
っ
て
京
都
に
向
か
い
ま
し

た
が
、
途
中
病
に
倒
れ
尾
張
の

運
善
寺
で
亡
く
な
ら
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
今
で
も
運
善
寺
に

は
入
信
房
の
木
像
が
安
置
さ
れ

て
い
ま
す
。

真
宗
人
物
伝
第
四
十
三
回

德
法
寺
　
杉
　
谷
　
　
　
淨

『
サ
ン
ガ
茶
話
会
』

　

毎
月
第
一
木
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
真
宗
会
館
内

　
　

囲
炉
裏
の
間

　

お
茶
と
お
菓
子
を
い
た

だ
き
な
が
ら
、
お
坊
さ
ん

と
気
楽
に
お
話
で
き
る
空

間
で
す
。相
談
と
い
う
ほ
ど

で
は
な
い
に
し
ろ
、
ち
ょ
っ

と
聞
い
て
み
た
い
、
い
ろ
ん

な
人
と
話
し
て
み
た
い
と

い
う
方
大
歓
迎
で
す
。
も

ち
ろ
ん
無
料
で
す
。
お
気

軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。善光寺式阿弥陀三尊像

（一光三尊阿弥陀如来像）
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お
っ
く
う
（
億
劫
）

な
ん
と
な
く
や
る
気
が
し
な

い
、と
い
う
と
き
に
使
う「
お
っ

く
う
」
で
す
が
、
漢
字
で
書
く

と
「
億
劫
」
と
な
り
ま
す
。「
億
」

は
「
一
億
年
」
と
い
う
時
の

「
お
く
」で
十
の
八
乗
の
こ
と
で

す
。「
劫
」
は
時
間
を
表
す
単
位

で「
一
億
年
」と
い
う
時
の「
年
」

に
あ
た
り
ま
す
。で
す
か
ら「
億

劫
」
と
は
時
間
の
長
さ
を
表
す

言
葉
で
、
本
来
は
「
お
く
こ
う
」

と
呼
ぶ
の
で
す
が
、
促
音
化
し

て
「
お
っ
く
う
」
と
な
っ
た
の

で
す
。

「
年
」は
地
球
が
太
陽
の
周
り

を
一
周
す
る
間
の
時
間
で
す
。

「
劫
」が
ど
の
ぐ
ら
い
の
時
間
の

長
さ
を
表
す
の
か
は
、
以
前
に

も
『
僧
伽
』
の
中
で
紹
介
し
ま

し
た
が
、
も
う
一
度
お
さ
ら
い

し
ま
す
。

「
劫
」は
イ
ン
ド
で
考
え
ら
れ

た
時
間
単
位
で
、
厳
密
な
定
義

は
無
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ヒ
ン

ズ
ー
教
で
は
、
教
義
が
整
理
さ

れ
る
中
で
、
四
十
三
億
二
千
万

年
と
決
め
ら
れ
ま
し
た
が
、
こ

れ
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
最
高
神
で

あ
る
ブ
ラ
フ
マ
ー
の
一
日
の
長

さ
で
す
。
ブ
ラ
フ
マ
ー
の
一
年

は
三
百
六
十
日
で
百
年
の
寿
命

を
持
っ
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
フ

マ
ー
の
一
生
が
宇
宙
の
一
生
で

す
。
で
す
か
ら
宇
宙
の
寿
命
は
、

七
万
二
千
劫
、
す
な
わ
ち
三
百

十
一
兆
四
百
億
年
に
な
り
ま
す
。

仏
教
で
は
具
体
的
な
時
間
の

長
さ
は
決
め
ら
れ
る
事
無
く
、

世
界
が
生
ま
れ
て
無
く
な
り
、

次
の
世
界
が
生
ま
れ
る
ま
で
の

時
間
を
四
劫
と
し
ま
し
た
。
で

す
か
ら
「
億
劫
」
は
二
千
五
百

万
回
世
界
が
生
ま
れ
変
わ
る
間

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に

も
漠
然
と
し
て
い
る
た
め
、
経

典
に
は
様
々
な
例
え
と
し
て

「
劫
」の
長
さ
を
説
明
し
て
い
ま

す
。
有
名
な
も
の
と
し
て
は
次

の
様
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

一
辺
が
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
岩
を
、
百
年
に
一
度
柔
ら
か

な
布
で
撫
で
、
こ
の
岩
が
す
り

減
っ
て
完
全
に
な
く
な
る
ま
で

の
時
間
で
、
こ
れ
を
「
盤
石
劫
」

と
い
い
ま
す
。落
語
に
あ
る「
五

劫
の
擦
り
切
れ
」
は
こ
れ
に
由

来
し
て
い
ま
す
。

一
辺
が
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

の
立
方
体
の
城
の
中
に
芥
子
の

実
が
詰
ま
っ
て
お
り
、
長
寿
の

人
が
百
年
に
一
粒
ず
つ
こ
の
芥

子
の
実
を
取
り
出
し
て
、
完
全

に
城
の
中
が
空
っ
ぽ
に
な
る
ま

で
の
時
間
で
、
こ
れ
を
「
芥
子

劫
」
と
い
い
ま
す
。

こ
の
世
界
に
あ
る
も
の
を
す

べ
て
粉
に
し
て
、
そ
の
粉
を
一

粒
ず
つ
世
界
の
果
て
ま
で
運
ん

で
行
き
、
運
び
終
え
る
ま
で
の

時
間
で
、
こ
れ
を
「
塵
点
劫
」

と
い
い
ま
す
。

他
に
も
経
典
に
よ
っ
て
様
々

な
例
え
が
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

具
体
的
な
長
さ
と
い
う
よ
り
は
、

と
て
つ
も
な
い
時
間
の
長
さ
を

想
像
さ
せ
る
た
め
の
例
え
で
す
。

こ
れ
を
一
億
回
繰
り
返
す
と

「
億
劫
」
と
な
り
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
「
億
劫
」
が
仏

教
で
よ
く
使
わ
れ
る
か
と
い
え

ば
、
そ
う
で
は
な
く
「 
阿  
僧  
祇 

あ 

そ
う 

ぎ

 
劫 
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
よ
り

こ
う一

般
的
で
す
。
こ
の「
阿
僧
祇
」

と
い
う
単
位
に
は
諸
説
あ
り
ま

す
が
、
十
の
五
十
六
乗
か
ら
六

十
四
乗
に
な
り
ま
す
。
更
に
こ

れ
を
超
え
る
最
大
の
単
位
と
し

て
「 
不  
可  
説  
不  
可  
説  
転 
」
が
あ

ふ 

か 

せ
つ 

ふ 

か 

せ
つ 
て
ん

り
ま
す
。
こ
れ
は
十
の
三
七
二

一
八
三
八
三
八
八
一
九
七
七
六

四
四
四
四
一
三
〇
六
五
九
七
六

八
七
八
四
九
六
四
八
一
二
八
乗

で
す
。
正
し
く
「
お
っ
く
う
」

に
な
る
数
字
で
す
。

こ
れ
以
外
に
も「
未
来
永
劫
」

と
い
う
使
い
方
を
さ
れ
る
「
永

劫
」
が
あ
り
ま
す
。「
永
」
は
単

位
で
は
な
く
、
た
だ
「
な
が
い
」

と
い
う
意
味
で
す
。
逆
に
短
い

時
間
を
表
す
単
位
と
し
て
は
、

眼
を
瞬
く
間
と
さ
れ
て
い
る

「
刹
那
」が
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ

七
十
五
分
の
一
秒
で
す
。
月
忌

参
り
で
読
経
し
て
い
ま
す
『
仏

説
阿
弥
陀
経
』
に
極
楽
浄
土
ま

で
の
距
離
を
西
方
へ
「
十
万
億

仏
土
」
と
説
か
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
を
計
算
し
た
人
に
よ
る
と

十
京
光
年
の
彼
方
だ
そ
う
で
す
。

先
人
の
想
像
力
に
脱
帽
す
る
ば

か
り
で
す
。 榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
淨
）

真
宗
豆
知
識

『
心
の
相
談
室
』

　

毎
月
第
四
土
曜
日

　

午
後
三
時
～
五
時

　

東
別
院
横

　
　
「
い
ち
ょ
う
館
」二
階

　

相
談
無
料

　

日
常
生
活
で
の
い
ろ
い

ろ
な
悩
み
、
家
族
の
こ
と
、

友
達
の
こ
と
、
学
校
の
こ

と
、
仏
事
の
疑
問
等
を
、

僧
侶
が
お
聞
き
し
ま
す
。
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－

政
教
分
離
の

　
　

原
則
を
め
ぐ
っ
て－

 
小
紙
で
姜
氏
の
著
作
は
何
度

か
取
り
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。
今
回
は
、
姜
氏
の
自
ら
の

専
門
で
あ
る
政
治
学
に
つ
い
て

の
入
門
書
を
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
。
本
書
は
、
第
一
章

か
ら
第
七
章
ま
で
か
ら
な
っ
て

お
り
、
ア
メ
リ
カ
、
暴
力
、

主
権
、・
・
・
・
な
ど
、
そ
れ
ぞ

れ
テ
ー
マ
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

今
回
は
第
四
章
「
憲
法
」
に

つ
い
て
読
ん
で
み
た
い
。

安
倍
首
相
が
、
先
日
五
月
三

日
の
憲
法
記
念
日
に
合
わ
せ
て
、

憲
法
改
正
の
意
向
を
示
し
た
こ

と
は
記
憶
に
新
し
い
。

目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
国

際
情
勢
に
合
わ
せ
て
、
日
本
国

憲
法
も
柔
軟
に
改
正
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
。

そ
う
思
わ
れ
る
御
仁
も
多
い
こ

と
だ
ろ
う
。
し
か
し
ち
ょ
っ
と

待
て
よ
、
私
た
ち
は
そ
も
そ
も

憲
法
と
い
う
も
の
の
成
り
立
ち

を
ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
単
に
出
来
事
の
表
面

だ
け
を
捉
え
て
情
緒
的
に
も
の

を
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
議
論
に

危
う
さ
を
感
じ
て
い
る
の
は
、

私
一
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

姜
氏
は
現
在
の
改
憲
議
論
に

お
い
て
、
戦
争
放
棄
（
第
九
条
）

を
め
ぐ
る
議
論
と
同
時
に
、
政

教
分
離
（
第
二
十
条
）
に
つ
い

て
の
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

以
下
そ
の
骨
子
を
簡
単
に
紹
介

し
て
み
よ
う
。

近
代
国
家
と
は
、
そ
も
そ
も

国
家
権
力
の
基
礎
を
宗
教
や
道

徳
と
い
っ
た
内
的
価
値
と
は
切

り
離
し
た
と
こ
ろ
で
成
り
立
っ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
十

七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
宗
教

戦
争
の
、
未
曽
有
の
惨
禍
に
対

す
る
深
い
反
省
が
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
公
的

な
も
の
と
私
的
な
も
の
を
切
り

離
す
か
と
い
う
問
題
意
識
の
下
、

血
の
代
償
を
は
ら
っ
て
手
に
入

れ
た
の
が
、
政
教
分
離
の
原
則

で
あ
る
。
そ
の
原
則
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
大
規
模
な

革
命
を
経
験
し
た
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
現
在
も
大
切
に
さ
れ
て

い
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
近
代
国

家
と
は
、
個
人
に
内
的
価
値
観

を
押
し
付
け
な
い
（
つ
ま
り
何

を
信
じ
て
も
よ
い
）
中
性
国
家

な
の
で
あ
る
。　

改
憲
論
者
の
中
に
は
、
憲
法

の
前
文
に
国
の
伝
統
と
か
文
化

を
大
切
に
す
る
心
や
、
愛
国
心

な
ど
を
書
き
込
む
べ
き
だ
と
い

う
意
見
が
あ
る
。
つ
ま
り
憲
法

に
実
体
的
な
価
値
観
を
盛
り
込

む
べ
き
だ
と
す
る
意
見
で
あ
る
。

私
は
愛
国
心
を
押
し
付
け
ら
れ

る
こ
と
に
窮
屈
さ
を
感
じ
る
者

の
一
人
だ
が
、
こ
の
意
見
は
、

本
来
の
憲
法
の
あ
り
方
か
ら
し

て
も
、
時
代
を
逆
行
し
て
い
る

と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
氏
は
「
祀
る
国
は
、

戦
争
を
す
る
国
だ
」（
子
安
宣

邦
）
の
言
葉
を
ヒ
ン
ト
に
、
戦

争
放
棄
（
第
九
条
）
と
、
政
教

分
離
（
第
二
十
条
）
は
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
確
か
に
、
祭
政
一
致

型
国
家
が
、
そ
の
実
体
的
価
値

を
守
る
た
め
に
、
戦
争
へ
の
道

を
開
い
て
い
く
こ
と
は
十
分
に

考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
我
々
宗
教
者
が
肝
に
銘
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

ろ
う
。

氏
は
こ
の
本
を
執
筆
し
た
動

機
に
つ
い
て
、
あ
と
が
き
で
述

べ
て
い
る
。
私
た
ち
に
は
、
自

分
で
直
接
見
た
り
経
験
し
た
も

の
を
確
か
な
も
の
と
し
て
信
じ

る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
往
々
に
し
て
私
た
ち
の
判
断

を
誤
ら
せ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
生

も
の
」
だ
け
を
扱
う
メ
デ
ィ
ア

的
な
情
報
だ
け
で
は
限
界
が
あ

る
と
い
う
の
だ
。
た
と
え
鮮
度

は
落
ち
て
い
て
も
「
干
物
」
の

知
と
い
う
も
の
が
大
切
で
あ
る

と
い
う
氏
の
主
張
に
は
説
得
力

が
あ
る
。

 
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎
榎 
（
彰
）

『
姜
尚
中
の
政
治
学
入
門
』

　
　
　
　
　
を
読
む（
一
）

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

七
月
四
日（
火
）

　

八
月
一
日（
火
）

　

九
月
五
日（
火
）

　

F
M-

N
1（
七
十
六
･

三
M
H ｚ
）で
午
後
一
時
半

か
ら
一
時
間
放
送
し
ま
す
。

番
組
名
は「
生
活
一
番
シ
ャ

ト
ル
便　

住
職
の
よ
も
や

ま
話
」
で
す
。再
放
送
は
放

送
日
の
午
後
十
一
時
と
土

曜
日
の
朝
七
時
か
ら
の
二

回
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
も
聞
け
ま
す
。

徳
法
寺
の

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

　
　

ご
案
内

　
「
僧
伽
」の
バ
ッ
ク
ナ
ン

バ
ー
や
報
恩
講
、春
秋
彼
岸

の
案
内
、
お
講
の
案
内
、
学

習
会
の
レ
ジ
ュ
メ
、
交
流
広

場
な
ど
を
載
せ
て
い
ま
す
。

ア
ド
レ
ス
は

http://tokuhou-ji.com
/

で
す
。
是
非
覗
い
て
み
て

く
だ
さ
い
。
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内
容
が
、
異
様
な
タ
イ
ト
ル

か
ら
連
想
さ
れ
る
も
の
と
は
ま

る
で
違
っ
て
い
た
。
膵
臓
を
患
っ

た
女
子
高
校
生
と
、
そ
れ
を
見

守
る
男
子
高
校
生
の
は
な
し
で

あ
る
。

ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
主
人
公

の「
僕
」は
、ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
女

子
桜
良
（
さ
く
ら
）が
余
命
僅
か

な
身
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の

こ
と
を
き
っ
か
け
に
二
人
の
奇
妙

な
関
係
が
始
ま
る
。し
か
し
、
死

が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
な

が
ら
も
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
彼

女
に
は
ま
る
で
悲
壮
感
が
な
い
。

そ
の
あ
ま
り
に
も
あ
っ
け
ら
か

ん
と
し
た
態
度
に
、彼
は
ど
う
し

て
も
彼
女
に
悲
惨
な
運
命
が

迫
っ
て
い
る
こ
と
を
現
実
と
し
て

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
い
る
。

一
方
彼
に
は
、
心
を
許
す
友

人
が
一
人
も
い
な
い
。
周
り
と
の

関
係
を
一
切
断
ち
切
っ
た
生
き

方
を
し
て
き
た
。
彼
が
心
を
解

放
で
き
る
の
は
、唯
一
小
説
の
物

語
の
中
の
世
界
だ
け
だ
っ
た
。

そ
ん
な
自
己
完
結
型
の
心
の

扉
を
、
桜
良
は
半
ば
強
引
に
開

か
せ
よ
う
と
す
る
。
彼
女
は
人

並
み
外
れ
て
快
活
な
、
誰
に
で

も
好
か
れ
る
女
の
子
だ
っ
た
。
二

人
は
、
お
互
い
ま
る
で
正
反
対
の

世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
意

識
し
、
ひ
か
れ
あ
う
。し
か
し
そ

れ
は
恋
愛
に
発
展
す
る
わ
け
で

も
な
い
。

そ
こ
に
は
、
私
の
よ
う
な
お
じ

さ
ん
に
は
ち
ょ
っ
と
想
像
で
き
な

い
、
最
近
の
若
い
男
女
の
関
係
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。し
か
し
、
も
し

二
人
が
恋
愛
関
係
に
な
っ
て
い

た
ら
、
こ
の
小
説
は
お
そ
ら
く

月
並
み
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
だ

ろ
う
。こ
の
小
説
を
あ
え
て
恋
愛

小
説
に
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、

作
者
の
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て

な
ら
な
い
。

人
は
、
他
者
に
必
要
と
さ
れ
、

他
者
を
必
要
と
す
る
存
在
で
あ

る
。人
が
生
き
る
意
味
も
そ
こ
に

あ
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
作
者
は

言
い
た
い
に
違
い
な
い
。す
べ
て
の

縁
（
関
係
性
）
を
断
ち
切
れ
ば
、

一
切
は
空
で
あ
る（
つ
ま
り
何
も

な
い
）
と
、
仏
教
で
は
教
え
て
い

る
。
桜
良
と
過
ご
す
う
ち
に
、

徐
々
に
彼
は
変
わ
っ
て
い
く
。
人

間
は
人
間
同
士
の
関
係
性
の
中

で
寄
り
添
い
な
が
ら
生
き
て
い

く
も
の
な
の
だ
と
い
う
事
実
に
、

目
を
開
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

桜
良
は
出
会
っ
た
ば
か
り
の
こ

ろ
、
彼
に
「
君
の
膵
臓
を
た
べ
た

い
」
と
メ
ー
ル
し
た
。
昔
の
人
は

あ
る
臓
器
を
患
う
と
、
他
の
動

物
の
同
じ
臓
器
を
食
す
れ
ば
治

る
と
信
じ
て
い
た
と
い
う
の
だ
。

し
か
し
彼
は
桜
良
の
死
の
直

前
に
、
ま
っ
た
く
同
じ
言
葉
を
彼

女
の
携
帯
に
メ
ー
ル
す
る
の
だ
。

そ
れ
は
彼
女
は
彼
の
一
部
で
あ

り
、
彼
は
彼
女
の
一
部
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
、
渾
身
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
。

生
と
死
と
い
う
重
た
い
古
典

的
テ
ー
マ
を
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

軽
や
か
に
描
い
て
み
せ
る
、
若
い

作
家
の
感
性
と
筆
力
に
感
心
さ

せ
ら
れ
た
。こ
の
作
品
は
映
画
化

さ
れ
七
月
に
公
開
さ
れ
る
。　
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催
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