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『
釈
摩
訶
衍
論
』
に
お
け
る
五
重
問
答
の
意
味

早　

川　

道　

雄

序
『
釈
摩
訶
衍
論
』（
以
下
、
釈
論
と
呼
称
す
る
）
巻
第
五
に
は
、
通
常
、
五
重
問
答
と
呼
称
さ
れ
る
問
答
が
存
在
す
る
。
五
重
問
答

は
、
日
本
に
お
い
て
は
、
真
言
宗
の
開
祖
弘
法
大
師
空
海
が
自
己
の
教
学
体
系
を
形
成
す
る
に
当
た
っ
て
活
用
し
た
と
い
う
故
事

に
よ
っ
て
良
く
知
ら
れ
、
主
に
そ
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
て
来
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
研
究
に
お

い
て
は
、
五
重
問
答
の
み
が
単
独
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
右
の
事
情
も
そ
の
一
因
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。し
か
し
実
際
の
釈
論
の
行
論
に
お
い
て
は
、五
重
問
答
は
決
し
て
単
独
で
完
結
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。そ
れ
は
ま
ず「
有

覚
門
」と
い
う
長
い
部
門
の
終
結
部
分
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、ま
た
、そ
の
直
後
に
は「
無
覚
門
」な
る
記
述
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
上
の
設
定
の
事
実
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
充
分
な
理
解
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
論
は
五
重
問
答
に

関
し
て
、
他
の
部
分
と
切
り
離
し
て
単
独
に
論
じ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
設
定
さ
れ
た
前
後
の
文
脈
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
位

置
付
け
に
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
（
１
）。
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第
一
章　

五
重
問
答
の
直
前
に
置
か
れ
た
厚
薄
問
答
①　
そ
の
直
接
的
内
容

序
で
述
べ
た
よ
う
に
、
五
重
問
答
は
釈
論
中
に
お
い
て
単
独
で
意
味
が
完
結
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
有
覚
門
を
構
成
す
る

一
連
の
内
容
の
結
末
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
有
覚
門
の
内
容
は
、「
自
宗
決
定
」（
一

本
覚
・
一
無
明
）、「
引
摂
決
定
」（
多
本
覚
・
多
無
明
）、「
仏
性
の
理
」、「
厚
薄
問
答
」、
そ
し
て
「
五
重
問
答
」
と
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
（
な
お
、「
厚
薄
問
答
」
と
は
筆
者
に
よ
る
仮
の
命
名
で
あ
る
）。
そ
れ
ゆ
え
本
来
な
ら
ば
、
五
重
問
答
を
解
明
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

有
覚
門
全
体
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
紙
数
の
関
係
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
五
重
問
答
の
考
察
の
前
段
階
と
し
て
厚
薄
問

答
を
取
り
上
げ
、
そ
の
他
の
有
覚
門
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
行
論
の
過
程
で
必
要
が
生
じ
た
際
に
適
宜
言
及
す
る
も
の
と
す
る
。

五
重
問
答
の
直
前
に
置
か
れ
た
厚
薄
問
答
は
、
次
の
記
述
か
ら
始
ま
る
。

引
用
１　

一
切
衆
生
は
無
始
よ
り
来
た
、
皆
本
覚
有
っ
て
捨
離
す
る
時
無
し
。
何
故
に
先
に
成
仏
す
る
有
り
、
後
に
成
仏
す
る

有
り
、
今
成
仏
す
る
有
り
、
亦
た
勤
行
有
り
、
亦
た
不
行
有
り
、
亦
た
聡
明
有
り
、
亦
た
闇
鈍
有
り
て
、
無
量
に
差
別
な
り
や
。

同
じ
く
一
覚
有
ら
ば
、
皆
悉
く
一
時
に
発
心
修
行
し
て
無
上
道
に
到
る
べ
し
（
２
）。

問
い
の
内
容
は
、
一
切
衆
生
が
同
一
の
本
覚
を
具
え
、
か
つ
一
時
た
り
と
も
そ
れ
が
離
れ
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
何
故
に
現
実
の

衆
生
そ
れ
ぞ
れ
の
相
違
は
か
く
も
多
様
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
切
衆
生
に
同
一
の
本
覚
が
存
在

す
る
と
し
た
ら
、
彼
ら
は
あ
る
時
一
斉
に
発
心
修
行
し
て
無
上
の
悟
り
に
到
る
は
ず
だ
、
と
い
う
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
起
信
論
本
文
の
、

引
用
２　

問
う
て
曰
く
、
若
し
是
く
の
如
き
義
な
ら
ば
、
一
切
の
衆
生
に
悉
く
真
如
有
り
て
等
し
く
皆
熏
習
す
べ
し
。
云
何
ぞ

有
信
と
無
信
と
、
無
量
の
前
後
差
別
と
あ
る
や
。
皆
応
に
一
時
に
自
ら
真
如
法
有
り
と
知
っ
て
、
方
便
を
勤
修
し
て
、
等
し

く
涅
盤
に
入
る
べ
し
（
３
）。
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と
い
う
記
述
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
起
信
論
と
釈
論
は
、
表
現
に
お
い
て
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
（
釈

論
に
お
い
て
は
、
衆
生
の
在
り
方
が
あ
ま
り
に
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
層
強
調
さ
れ
て
い
る
）、
そ
の
趣
旨
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容

の
発
問
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
釈
論
が
起
信
論
の
複
注
で
あ
る
と
い
う
建
前
か
ら
し
て
、
あ
る
意
味
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
に
お
い
て
、
両
者
の
主
張
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

先
ず
起
信
論
は
、
引
用
２
の
自
ら
の
問
い
に
対
し
て
、

引
用
３　

答
え
て
曰
く
、
真
如
は
本
よ
り
一
な
り
。
而
も
無
量
無
辺
の
無
明
有
り
て
本
よ
り
已
来
自
性
差
別
し
、
厚
薄
不
同
な

る
が
故
に
、
過
恒
河
沙
等
の
上
煩
悩
も
無
明
に
依
り
て
起
こ
り
て
差
別
し
、
我
見
愛
染
の
煩
悩
も
無
明
に
依
り
て
起
こ
り
て

差
別
な
り
。
是
く
の
如
く
、
一
切
の
煩
悩
は
無
明
に
依
っ
て
起
こ
り
、
前
後
に
無
量
に
差
別
な
る
こ
と
は
、
唯
だ
如
来
の
み

能
く
知
る
故
に（４
）。

と
答
え
る
。
こ
こ
で
は
、初
め
に
衆
生
に
具
わ
る
本
覚
の
内
実
は
「
本
よ
り
一
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
「
一
」
は
「
一

切
衆
生
に
お
い
て
同
一
の
性
質
」、
要
す
る
に
一
種
類
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
一
切
衆
生
は
、
各
自
例
外
な
く
平
等
に
、
全
く
同
質
・

同
等
の
本
覚
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
何
故
に
、
衆
生
の
在
り
方
の
相
違
・
多
様
性
が
生
じ
る
の
か
。
起
信
論
は
そ

の
理
由
を
、
個
々
の
衆
生
に
お
け
る
無
明
の
「
厚
薄
」
が
同
じ
で
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
無
明
の
強
度
の
程
度
に
帰
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
起
信
論
に
よ
れ
ば
、
本
覚
に
は
厚
薄
の
相
違
は
存
在
せ
ず
、
一
切
衆
生
に
お
い
て
同
等
・
同
質
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
無

明
は
そ
れ
ぞ
れ
の
衆
生
に
お
い
て
そ
の
厚
薄
の
程
度
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
相
違
に
よ
っ
て
、
恒
河
の
砂
を
超
え
る
ほ
ど
の
無

量
の
煩
悩
に
お
い
て
も
、
ま
た
自
我
へ
の
執
着
お
よ
び
貪
愛
（「
愛
染
」）
の
煩
悩
に
お
い
て
も
、
種
種
の
相
違
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
無
明
の
在
り
方
が
一
人
一
人
、
千
差
万
別
に
異
な
っ
て
い
る
事
が
、
現
実
に
お
け
る
衆
生
の
在
り
方
に
相
違
・
多
様
性

が
生
じ
る
原
因
な
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
釈
論
は
、
引
用
１
の
発
問
の
後
、
直
ち
に
自
説
を
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
以
下
の
よ
う
な
、
通
常
予
想
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さ
れ
る
で
あ
ろ
う
回
答
を
二
つ
設
定
し
て
み
せ
る
（
引
用
中
の
数
字
は
筆
者
が
便
宜
上
付
し
た
も
の
で
あ
る
）。

引
用
４　

①
本
覚
仏
性
、
強
劣
別
な
る
が
故
に
是
く
の
如
く
差
別
な
る
か
。
②
無
明
煩
悩
、
厚
薄
別
な
る
が
故
に
是
く
の
如
く

差
別
な
る
か
（
５
）。

こ
こ
で
は
、
衆
生
の
多
様
性
は
、
①
本
覚
（「
本
覚
仏
性
」）
の
力
が
衆
生
に
よ
っ
て
強
い
か
弱
い
か
と
い
う
相
違
（「
強
劣
別
」）
に

よ
る
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
②
無
明
煩
悩
の
力
の
在
り
方
が
衆
生
に
よ
っ
て
厚
い
か
薄
い
か
と
い
う
相
違
（「
厚
薄
別
」）
に
よ
る

も
の
な
の
か
、
と
問
う
て
い
る
。
②
の
「
無
明
煩
悩
、
厚
薄
別
な
る
が
故
に
」
と
い
う
表
現
は
、
明
ら
か
に
引
用
３
の
起
信
論
本

文
の
「
無
量
無
辺
の
無
明
有
っ
て
…
…
厚
薄
不
同
な
る
が
故
に
」
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
設
定
し
た
二
つ
の
回

答
候
補
に
対
す
る
釈
論
自
身
の
答
え
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

引
用
５　

若
し
初
め
（
①
）
の
如
く
言
わ
ば
、
此
の
事
則
ち
爾
ら
ず
。
所
以
は
何
と
な
れ
ば
、
本
覚
仏
性
、
過
恒
沙
の
諸
功
徳

を
円
満
し
て
増
減
な
き
が
故
に
。
若
し
後
（
②
）
の
如
く
言
わ
ば
、
此
の
事
も
亦
た
爾
ら
ず
。
所
以
は
何
と
な
れ
ば
、
一
地

断
の
義
成
立
せ
ざ
る
が
故
に
。
③
是
く
の
如
き
種
々
無
量
の
差
別
は
、
皆
無
明
に
依
っ
て
住
持
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
至し
い
り
　理

の
中
に
於
い
て
関あ
ず
か
　る
こ
と
無
し
（
６
）。

こ
こ
に
お
い
て
、
衆
生
の
本
覚
の
強
度
に
「
強
劣
」
が
あ
る
か
ら
多
様
性
が
生
じ
る
と
す
る
回
答
①
が
ま
ず
否
定
さ
れ
る
。
そ

の
理
由
は
、
本
覚
は
過
恒
沙
の
功
徳
を
完
全
に
具
え
て
い
て
、
増
減
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
衆
生
の
在
り
方
が

多
様
で
あ
る
こ
と
の
原
因
を
本
覚
の
性
質
の
多
様
性
（
強
劣
）
に
帰
す
る
見
解
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
起
信
論
に
お
い
て
も
否
定
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
釈
論
は
起
信
論
と
同
じ
見
解
で
あ
る
と
言
え
る
。
続
い
て
、
衆
生
の
多
様
性
の
生
じ
る
原
因
を

本
覚
の
厚
薄
で
は
な
く
、
個
々
人
に
お
け
る
無
明
の
厚
薄
の
相
違
に
帰
す
る
回
答
②
も
ま
た
、
そ
れ
で
は
「
一
地
断
」（
後
述
）
が

成
立
し
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
衆
生
の
多
様
性
の
原
因
を
、
無
明
の
厚
薄
が
同
じ
で
な
い
こ
と
に
帰

す
る
起
信
論
の
見
解
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
釈
論
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
起
信
論
の
複
注
で
あ
り
な
が
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ら
、
本
論
で
あ
る
起
信
論
と
は
明
確
に
異
な
っ
た
主
張
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

衆
生
の
多
様
性
の
原
因
と
し
て
、
自
ら
発
案
し
た
回
答
①
お
よ
び
②
を
否
定
し
た
釈
論
は
、
こ
れ
ら
に
代
わ
る
正
解
と
し
て
③

を
改
め
て
提
示
す
る
。
そ
れ
は
、
衆
生
が
多
様
で
あ
る
こ
と
（「
種
々
無
量
」）
は
「
無
明
」
を
依
り
所
と
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ

て
存
続
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
回
答
①
お
よ
び
②
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
の
③
を
表
現
す
る

な
ら
ば
、
衆
生
の
多
様
性
の
原
因
は
「
本
覚
仏
性
の
強
弱
」
で
は
な
く
、
ま
た
「
無
明
煩
悩
の
厚
薄
」
で
も
な
く
、「
無
明
」
こ

そ
が
そ
れ
な
の
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
論
は
、
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
の
み
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
不
可
解
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
衆
生
の
現
実
相
が
相
違
し
多
様
で
あ
る
こ
と
の
原
因
を
問
う
て
、
そ
の
原
因
は
①
本
覚
の
強
劣
の
相
違
に
よ
る
の
で

は
な
い
、
と
さ
れ
る
の
は
納
得
で
き
る
。「
強
劣
」
と
は
衆
生
に
具
わ
る
本
覚
の
性
質
に
差
別
が
あ
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
起
信
論
に
お
い
て
も
釈
論
に
お
い
て
も
否
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
起
信
論
が
正
解
と
し
て
提
示
す
る
と
こ
ろ
の
、
衆
生

の
多
様
性
の
原
因
を
②
無
明
の
厚
薄

0

0

0

0

0

の
別
に
帰
す
る
見
地
も
否
定
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
置
か
れ
る
正
解
が
、
③
無
明
0

0

に
よ
っ

て
衆
生
の
多
様
性
が
生
じ
る
と
す
る
の
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
約
言
す
る
な
ら
ば
、「
無
明
の
厚
薄
に
よ
っ
て
」
と
「
無

明
に
よ
っ
て
」
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
に
お
い
て
は
こ
の
問
題
を
、
厚
薄
問
答
そ
れ
自
体
か
ら
遡
及
し
て
、

そ
も
そ
も
こ
の
問
答
が
有
覚
門
を
構
成
す
る
内
容
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
出
発
点
と
し
て
検
討
す
る
。

第
二
章　

五
重
問
答
の
直
前
に
置
か
れ
た
厚
薄
問
答
②　
有
覚
門
か
ら
の
位
置
付
け

有
覚
門
の
冒
頭
に
お
い
て
釈
論
は
、
た
だ
一
つ
（「
一
体
」）
の
本
覚
が
衆
生
に
行
き
渡
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

引
用
６　

若
し
初
門
に
依
ら
ば
一
切
衆
生
悉
く
本
覚
を
有
す
。
是
く
の
如
き
本
覚
は
唯
だ
是
れ
一
体
に
し
て
諸
衆
生
に
遍
ず
。

一
々
の
衆
生
に
各
別
覚
有
り
や
。
一
切
衆
生
に
は
唯
だ
一
覚
の
み
有
っ
て
別
覚
無
き
が
故
に
。
若
し
爾
ら
ば
、
衆
生
は
唯
だ
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応
に
是
れ
一
な
る
べ
し
。
所
有
の
本
覚
一
な
る
が
故
に
。
本
覚
は
応
に
非
一
な
る
べ
し
。
能
有
の
衆
生
多
な
る
が
故
に
。
此

の
事
爾
ら
ず
。
所
以
は
何
と
な
れ
ば
、
意
趣
別
な
る
が
故
に（７
）。

冒
頭
の
「
初
門
」
と
は
、
有
覚
門
を
指
し
て
い
る
。
釈
論
は
、
有
覚
門
の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
一
切
衆
生
が
本
覚
を
具
え
て

い
る
こ
と
に
な
る
と
言
う
。
そ
し
て
前
述
の
通
り
、
た
だ
一
体
の
本
覚
が
諸
々
の
衆
生
に
行
き
渡
っ
て
い
る
と
し
た
後
、
個
々
の

衆
生
は
個
々
別
々
の
本
覚
（
別
覚
）
を
具
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
の
本
覚
を
具
え
て
い
る
の
だ
と
強
調
す
る
。
こ
こ
で

は
一
切
衆
生
が
一
つ
の
本
覚
を
共
有
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
だ
一
つ
の
本
覚
と
い
う
所

説
は
、（
一
体
の
本
覚
を
皆
で
共
有
し
て
い
る
は
ず
の
）
衆
生
の
在
り
方
が
異
な
り
多
様
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
も
矛
盾
し
な
い
と
言
う
。

釈
論
に
よ
れ
ば
そ
の
理
由
は
、
本
覚
が
た
だ
一
つ
で
あ
る
事
と
衆
生
が
多
様
で
あ
る
こ
と
は
、
事
柄
の
次
元
が
異
な
る
問
題
で
あ

る
か
ら
（「
意
趣
別
な
る
が
故
に
」）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
、
本
覚
の
一
体
性
と
衆
生
の
多
様
性
は
矛
盾
し
な
い
と
い

う
主
張
の
解
説
は
、
以
下
に
引
用
す
る
「
自
宗
決
定
」
と
「
引
摂
決
定
」
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
釈
論
は
先
ず
、
自
宗
決
定
に
つ

い
て
次
の
よ
う
な
譬
喩
を
通
じ
て
説
明
す
る
。

引
用
７　

譬
え
ば
虚
空
の
中
の
、
清
浄
な
る
満
月
輪
の
如
し
、
独
一
に
し
て
二
体
無
け
れ
ど
も
、
遍
く
千
器
に
現
わ
る
。
本
覚

も
亦
た
是
く
の
如
し
。
独
一
に
し
て
二
体
無
け
れ
ど
も
、
諸
衆
生
の
種
々
心
相
の
中
に
遍
ぜ
り
。
…
…
自
宗
決
定
と
言
う
は
、

同
一
相
続
の
義
を
顕
示
す
る
が
故
に（８
）。

空
中
に
満
月
が
出
現
す
る
と
、
地
上
に
置
か
れ
た
千
個
の
水
を
張
っ
た
器
の
す
べ
て
に
満
月
の
姿
が
映
る
、
と
言
う
。
そ
し
て

本
覚
の
場
合
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
本
覚
（
＝
満
月
）
は
「
独
一
」
す
な
わ
ち
た
だ
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
（
こ
の
「
独
一
」
と
前

出
の
「
一
体
」
は
同
義
語
と
す
る
）、「
諸
衆
生
」
す
な
わ
ち
一
切
衆
生
（
＝
千
器
）
の
心
中
に
行
き
渡
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、

満
月
の
出
現
は
修
行
を
完
成
し
た
一
修
行
者
に
お
け
る
本
覚
の
開
顕
に
配
当
さ
れ
、
水
を
張
っ
た
千
器
に
満
月
が
映
る
こ
と
は
一

切
衆
生
に
お
け
る
本
覚
の
開
顕
に
配
当
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
釈
論
は「
自
宗
決
定
と
言
う
は
、同
一
相
続
の
義
を
顕
示
す
る
が
故
に
」
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と
述
べ
て
い
る
が
、
文
字
通
り
に
取
意
す
る
な
ら
ば
、
本
覚
は
た
だ
一
つ
で
あ
る
が
故
に
（
以
下
、「
一
本
覚
」
と
呼
称
す
る
）、
一
人

の
修
行
者
の
本
覚
の
変
容
が
、
自
動
的
に
そ
の
修
行
者
以
外
の
衆
生
の
本
覚
に
対
し
て
も
連
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体

的
に
は
、
本
覚
が
一
体
で
あ
る
が
故
に
、
一
人
の
修
行
者
が
悟
り
を
実
現
し
て
覚
者
と
な
っ
た
時
に
、
そ
の
修
行
者
以
外
の
未
覚

な
る
衆
生
も
ま
た
同
時
に
自
他
平
等
の
悟
り
を
実
現
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
、
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
引
用
６
に
お
い
て
、
一

切
衆
生
が
一
体
の
本
覚
を
共
有
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
「
一
修
行
者
の
本
覚
開
顕
・
即
・
一

切
衆
生
の
本
覚
開
顕
」
的
な
自
他
平
等
の
悟
り
の
、
言
わ
ば
伏
線
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
自
宗
決
定
は
、
本
覚
の
み
な
ら
ず
、
無
明
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
引
用
７
に
続
く
箇
所
に
お
い
て
釈
論
は
次
の
よ

う
に
言
う
。

引
用
８　

譬
え
ば
一
段
の
雲
の
、
彼
の
満
月
輪
を
覆
う
が
如
し
。
千
器
の
諸
月
輪
、
皆
穏
没
し
て
現
ぜ
ず
。
無
明
も
亦
た
是
く

の
如
し
。
唯
だ
一
体
に
し
て
二
無
し
。
遍
く
諸
衆
生
に
到
っ
て
、
能
く
熏
習
の
事
を
作
す
（
９
）。

こ
こ
で
は
、
一
段
の
雲
が
満
月
を
覆
い
隠
す
と
、
地
上
に
置
か
れ
た
千
個
の
水
を
張
っ
た
器
に
映
る
満
月
も
す
べ
て
消
失
、
す

な
わ
ち
隠
覆
（「
穏
没
」）
す
る
と
い
う
譬
喩
が
述
べ
ら
れ
る
。
雲
の
出
現
に
よ
る
満
月
の
隠
覆
は
、
一
修
行
者
の
無
明
の
開
展
に
よ

る
本
覚
の
隠
覆
に
配
当
さ
れ
て
お
り
、
千
器
に
映
る
満
月
の
隠
覆
は
、
諸
衆
生
の
無
明
の
開
展
に
よ
る
本
覚
の
隠
覆
に
配
当
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
も
、「
自
宗
決
定
と
言
う
は
、同
一
相
続
の
義
を
顕
示
す
る
が
故
に
」
と
い
う
前
述
の
規
定
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、

無
明
は
た
だ
一
つ
（「
一
体
」）
で
あ
る
が
故
に
、
一
人
の
修
行
者
に
お
け
る
無
明
の
開
展
が
、
他
の
衆
生
の
無
明
の
開
展
に
連
動
す

る
と
い
う
こ
と
、
具
体
的
に
は
、
一
人
の
修
行
者
が
迷
誤
に
陥
っ
た
時
に
他
の
衆
生
も
ま
た
迷
誤
に
陥
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

釈
論
自
身
が
、
自
宗
決
定
に
お
け
る
こ
の
無
明
を
「
一
無
明
」
と
呼
称
し
て
い
る

A
C
B

。

以
上
の
考
察
か
ら
自
宗
決
定
と
は
、
一
切
衆
生
の
無
明
の
原
因
（
根
源
・
責
任
）
を
自
己
一
人
に
引
き
受
け
る
「
一
無
明
」
と
、

お
よ
び
そ
の
立
場
を
採
用
す
る
が
故
に
、
自
ら
に
お
け
る
本
覚
の
開
顕
（
＝
無
明
の
滅
尽
）
が
そ
の
ま
ま
一
切
衆
生
に
お
け
る
本
覚
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の
開
顕
（
＝
無
明
の
滅
尽
）
に
連
動
し
、
そ
こ
に
自
他
平
等
の
悟
り
が
実
現
す
る
と
主
張
す
る
「
一
本
覚
」
と
い
う
、
二
つ
の
内
容

か
ら
構
成
さ
れ
る
釈
論
の
教
理
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
自
宗
決
定
（
一
本
覚
・
一
無
明
）
の
言
明
が
本
当
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
に
驚
く
べ
き
事
象
で
あ
る
が
、
結
論
か

ら
言
う
と
、
実
は
こ
の
言
明
の
内
容
は
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
事
象
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
一
人
の
修
行
者
の
本
覚
が
開
顕
し
、
そ

の
結
果
と
し
て
一
切
衆
生
の
本
覚
も
開
顕
し
て
自
他
平
等
の
悟
り
が
実
現
し
た
と
い
う
真
理
世
界
像
が
出
現
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
、〔
過
去
に
お
い
て
一
修
行
者
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
〕
覚
者
と
な
っ
た
者
の
意
識
内
に
生
じ
た
事
実
に
止
ま
る
。

つ
ま
り
、
覚
者
に
お
け
る
自
他
平
等
の
悟
り
は
、
そ
の
意
識
の
外
側
に
存
在
す
る
客
観
的
事
象
と
し
て
の
衆
生
に
対
し
て
、
何
ら

か
の
具
体
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
一
無
明
も
、
こ
れ
も
文
字
通
り
の
意
味
な
ら
ば
驚
く
べ
き
事
象
で
あ
る

が
、
こ
の
出
来
事
も
ま
た
一
人
の
修
行
者
の
意
識
内
部
に
お
い
て
の
み
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
識
の
外
側
に
存
在
す
る

客
観
的
事
象
と
し
て
の
衆
生
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
一
修
行
者
に
お
け
る
本
覚
と
無
明
の
様
相
は
あ
く
ま
で

そ
の
一
修
行
者
の
内
面
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
一
切
衆
生
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
自
宗
決
定
に
込
め
ら
れ
た
釈
論
作
者
の
真
意
は
、
修
行
者
に
対
し
て
、
も
っ
と
具
体
的
に
言
う
な
ら
本
書
（
釈
論
）
の

読
者
に
対
し
て
、
本
覚
と
無
明
に
関
す
る
客
観
的
な
事
実
を
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
釈
論
の
想
定
す
る
理
想
的
な
仏

道
修
行
者
（
一
切
衆
生
の
無
明
の
責
任
を
自
身
に
背
負
う
修
行
者
）
の
精
神
的
姿
勢
、心
構
え
、到
達
目
標
等
を
表
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
自
宗
決
定
の
提
示
に
続
い
て
説
か
れ
る
、
内
容
的
に
は
自
宗
決
定
と
対
照
的
な
、
衆
生
の
多
様
な
る
こ
と
を
説
く
引
摂
決

定
の
記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

引
用
９　

引
摂
決
定
と
言
う
は
、
差
別
相
続
の
義
を
顕
示
す
る
が
故
に
。
…
…
譬
え
ば
蓮
葉
を
以
て
一
器
の
月
輪
を
覆
う
が
如

し
。
余
器
の
月
輪
は
、
終
に
隠
れ
ず
し
て
現
前
す
。
無
明
も
亦
た
是
く
の
如
し
。
惑
人
の
覚
を
覆
う
時
も
、
已
覚
人
の
本
覚

を
終
に
隠
覆
す
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
。
此
の
文
は
何
の
義
を
明
ら
か
に
為す
　

る
や
。
差
別
相
続
の
義
を
顕
示
せ
ん
と
欲
す
る
為
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な
る
が
故
に

A
D
B

。

引
摂
決
定
に
お
い
て
は
、
蓮
葉
に
よ
る
水
器
（「
一
器
」）
に
映
る
満
月
の
隠
覆
は
無
明
に
よ
る
未
覚
衆
生
（「
惑
人
」）
の
本
覚
の

隠
覆
に
配
当
さ
れ
、
蓮
葉
に
覆
わ
れ
て
い
な
い
水
器
（「
余
器
」）
に
映
る
満
月
は
覚
者
（「
已
覚
人
」）
の
開
顕
し
た
本
覚
に
配
当
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
譬
喩
は
、
衆
生
の
本
覚
お
よ
び
無
明
と
、
覚
者
の
本
覚
お
よ
び
無
明
は
無
関
係
で
あ
り
、
没
交
渉
で
あ
る
こ
と
を

表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、
本
覚
と
無
明
が
い
ず
れ
も
複
数
で
あ
る
こ
と
、
要
す
る
に
一
で
は
な
く
多
で
あ
る
こ
と
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
引
摂
決
定
の
内
容
は
、
前
述
の
通
り
自
宗
決
定
と
は
対
照
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
自
宗
決
定
に
お
け
る
本
覚
と
無
明
が
一
修
行
者
の
本
覚
と
無
明
を
問
題
と
し
て
い
る
（
一
本
覚
・
一
無
明
）
の
に
対
し
て
、

引
摂
決
定
に
お
け
る
本
覚
と
無
明
は
、
個
々
の
衆
生
の
本
覚
と
無
明
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
以
下
、
多
本
覚
・
多
無
明
と
呼

称
す
る
）。
ま
た
、
自
宗
決
定
が
覚
者
（
一
修
行
者
）
の
主
観
の
内
部
に
生
じ
た
事
実
と
し
て
の
「
一
修
行
者
の
本
覚
開
顕
・
即
・
一

切
衆
生
の
本
覚
開
顕
」
的
な
悟
り
の
境
地
を
説
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
引
摂
決
定
は
客
観
的
（
厳
密
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
衆
生

側
の
視
点
な
の
で
あ
る
が
…
…
）
な
事
実
と
し
て
あ
る
衆
生
の
在
り
方
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
は
覚
者
（
一
修
行
者
）
と
未
覚
な
る
衆
生

と
の
、
衆
生
視
点
で
の
現
実
的
な
関
係
、
要
す
る
に
両
者
間
の
懸
隔
・
断
絶
の
所
在
を
間
接
的
に
指
摘
し
、
か
つ
修
行
者
（
釈
論
の

読
者
）
に
対
し
て
、
上
記
の
懸
隔
・
断
絶
を
克
服
す
る
た
め
の
修
行
に
取
り
組
む
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う

A
E
B

。

自
宗
決
定
と
引
摂
決
定
は
、
い
ず
れ
も
本
覚
お
よ
び
無
明
を
考
察
対
象
と
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
が
、
そ
の

考
察
の
視
点
に
関
し
て
は
、
一
修
行
者
・
覚
者
・「
已
覚
人
」
の
立
場
か
ら
の
も
の
か
、
も
し
く
は
一
切
衆
生
・
未
覚
衆
生
・「
惑

人
」
の
立
場
か
ら
の
も
の
か
と
い
う
相
違
が
存
在
し
、そ
の
相
違
に
応
じ
て
当
然
、考
察
の
内
容
も
異
な
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
故
、

両
者
の
言
述
の
内
容
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
双
方
の
立
場
の
違
い
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
同

一
の
も
の
に
対
す
る
、
立
場
の
相
違
に
帰
因
す
る
見
解
の
相
違
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
矛
盾
・
齟
齬
は
存
在
し
な
い
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
引
用
６
の
「
意
趣
別
な
る
が
故
に
」
の
真
意
で
あ
ろ
う
。
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以
上
に
述
べ
た
、
厚
薄
問
答
以
前
の
有
覚
門
の
内
容
を
遡
及
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
参
照
す
る
な
ら
ば
、
前
章
に
提
起
し
た
問

題
、
す
な
わ
ち
釈
論
に
言
う
所
の
、
衆
生
の
在
り
方
の
多
様
性
は
②
「
無
明
の
厚
薄
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
③
「
無
明
」
に
よ
っ

て
生
じ
る
と
す
る
記
述
の
真
意
が
推
測
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
自
宗
決
定
と
引
摂
決
定
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う

に
、
有
覚
門
に
お
け
る
無
明
概
念
に
は
、
自
宗
決
定
に
お
け
る
一
無
明
お
よ
び
引
摂
決
定
に
お
け
る
多
無
明
の
二
種
類
が
存
在
す

る
。
思
う
に
、
釈
論
が
引
用
５
で
言
及
す
る
②
「
無
明
の
厚
薄
」
に
お
け
る
無
明
と
は
、
多
無
明
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
多

無
明
の
特
徴
は
そ
の
複
数
性
・
個
別
性
に
あ
っ
た
が
、「
厚
薄
」
と
は
ま
さ
し
く
複
数
性
・
個
別
性
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

筆
者
の
推
測
を
裏
付
け
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
釈
論
が
③
に
言
う
「
無
明
」
と
は
、
一
無
明
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
釈
論
は
、
引
摂
決
定
に
お
け
る
多
無
明
（
②
無
明
の
厚
薄
）
で
は
な
く
、
自
宗
決
定
に
お
け
る
一
無
明
（
③
無
明
）
こ
そ
が

衆
生
の
多
様
性
の
原
因
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
真
意
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

前
述
の
通
り
一
無
明
は
、
無
明
の
開
展
と
滅
尽
の
過
程
を
す
べ
て
行
者
の
内
面
へ
限
定
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
一
無
明
に
お
い

て
は
無
明
の
徹
底
的
な
内
面
化
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
一
無
明
の
滅
尽
を
目
標
と
す
る
者
、
す
な
わ
ち
一
人
の

修
行
者
に
と
っ
て
は
、
一
切
衆
生
の
無
明
の
開
展
も
ま
た
自
己
一
人
の
無
明
の
開
展
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
自
己
一

人
の
無
明
の
滅
尽
は
、
同
時
に
一
切
衆
生
の
無
明
の
滅
尽
で
も
あ
る
。
釈
論
は
、
一
人
の
修
行
者
と
い
う
存
在
を
、
言
わ
ば
一
切

衆
生
を
代
表
し
て
修
行
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
な
重
責
を
担
う
者
と
し
て
規
定
し
た
の
で
あ
る
（
し
か
し
そ
れ
は

直
ち
に
、
多
無
明
の
原
則
に
よ
っ
て
、
一
切
衆
生
は
自
身
に
固
有
の
無
明
を
直
視
し
、
そ
の
克
服
に
努
力
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
精
進
修
行
義
」〈
註

12
参
照
〉
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
が
…
…
）。
ま
た
、こ
こ
か
ら
筆
者
は
、引
用
５
に
お
け
る
「
一
地
断
」
と
は
要
す
る
に
一
無
明
で
あ
り
、

一
行
者
の
無
明
の
滅
尽
（
＝
断
）
が
同
時
に
（
＝
一
地
）
一
切
衆
生
の
無
明
の
滅
尽
（
＝
断
）
で
も
あ
る
、
と
い
う
事
態
を
意
味
す
る

と
想
定
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
「
一
地
断
の
義
成
立
せ
ざ
る
が
故
に
」
と
は
、
一
無
明
を
是
と
す
る
立
場
か
ら
、
多
無
明
を
前

提
と
す
る
②
「
無
明
の
厚
薄
に
よ
っ
て
」
の
見
地
を
否
定
し
た
も
の
、
と
判
断
す
る
。



—477—

『釈摩訶衍論』における五重問答の意味（早川）

以
上
の
考
察
か
ら
、
引
用
５
の
結
び
の
記
述
、
す
な
わ
ち
「〔
是
く
の
如
き
〕
種
種
無
量
の
差
別
は
、
皆
無
明
に
依
っ
て
住
持

す
る
こ
と
を
得
た
り
。
至
理
の
中
に
於
い
て
関あ
ず
か
　る

こ
と
無
し
」
に
対
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
「
衆
生
が
無
限
に
相
違
し
多
様
で
あ

る
と
い
う
差
別
相
（
現
実
相
）
は
、〔
一
〕
無
明
を
拠
り
所
と
し
て
成
立
し
、と
ど
ま
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
最
高
の
真
理
の
中
に
は
、

根
拠
や
関
係
を
有
し
な
い
」
と
い
う
現
代
語
訳
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
後
の
検
討
を
経
た
現
時
点
に
お
い
て
は
、

同
じ
記
述
に
対
し
て
、「
衆
生
の〔
在
り
方
が
〕無
限
に
相
違
し
多
様
で
あ
る
と
い
う
差
別
相〔
と
し
て
君
の
眼
に
映
じ
る
事
々
〕は
、

〔
②
多
無
明
で
は
な
く
、一
人
の
修
行
者
で
あ
る
君
自
身
の
〕無
明〔
す
な
わ
ち
③
一
無
明
〕を
依
り
所
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。〔
つ

ま
り
他
で
も
な
い
、
修
行
者
た
る
君
自
身
の
無
明
す
な
わ
ち
一
無
明
こ
そ
が
、
衆
生
の
多
様
な
る
無
明
の
在
り
方
の
原
因
な
〕
の

で
あ
る
。〔
衆
生
の
多
様
性
の
原
因
を
、
君
自
身
の
一
無
明
以
外
の
、
す
な
わ
ち
個
々
の
衆
生
の
側
に
お
け
る
①
本
覚
の
強
弱
の
相

違
や
、同
じ
く
②
無
明
の
厚
薄
の
相
違
に
求
め
る
が
ご
と
き
思
考
は
、〕
最
高
の
真
理
の
中
に
は
、全
く
根
拠
や
関
係
を
有
し
な
い
」

と
い
う
意
訳
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
考
察
を
基
盤
と
し
て
、
次
章
で
は
五
重
問
答
を
検
討
す
る
。

第
三
章　

五
重
問
答
の
内
容
と
疑
問
点

前
章
で
検
討
し
た
厚
薄
問
答
の
直
後
に
、
通
常
五
重
問
答
と
呼
称
さ
れ
る
問
答
が
続
く
。
五
重
問
答
と
は
、
直
接
に
は
、「
一

切
行
者
」「
清
浄
本
覚
」「
一
法
界
心
」「
三
自
一
心
摩
訶
衍
法
」「
不
二
摩
訶
衍
法
」
と
い
う
五
つ
の
真
理
概
念
（
す
な
わ
ち
「
五
重
」）

を
取
り
上
げ
て
、
当
該
概
念
が
明
で
あ
る
か
無
明
で
あ
る
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
釈
論
の
最
大
の
眼
目
は
不
二
摩
訶
衍
法
の
賞

揚
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
点
か
ら
、
初
め
の
四
つ
の
問
答
は
「
前
四
重
」
と
し
て
一
括
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

そ
の
第
一
重
の
一
切
行
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

引
用
10　

若
し
是
く
の
如
く
ん
ば
、
一
切
行
者
は
、
一
切
の
悪
を
断
じ
一
切
の
善
を
修
し
て
十
地
を
超
え
、
無
上
地
に
到
っ
て
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三
身
を
円
満
し
、
四
徳
を
具
足
す
。
是
く
の
如
き
の
行
者
は
明
と
為す
　

る
か
無
明
か
。
是
く
の
如
き
行
者
は
、
無
明
の
分
位
に

し
て
明
の
分
位
に
非
ず

A
F
B

。

先
ず
、冒
頭
に
置
か
れ
た
「
若
し
是
く
の
如
く
ん
ば
、一
切
行
者
は
…
…
」
の
「
若
し
是
く
の
如
く
ん
ば
」（「
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
」）

の
内
容
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
で
「
是
く
」
が
直
接
指
示
す
る
の
は
直
前
の
内
容
で
あ
り
、
引
用
６
の
終
結
部
分
の
「
是
く
の
如

き
種
種
無
量
…
…
関
る
こ
と
無
し
」が
該
当
す
る
。
前
章
末
に
提
示
し
た
意
訳
を
応
用
し
つ
つ
そ
の
現
代
語
訳
を
試
み
る
な
ら
ば
、「
そ

う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
衆
生
の
多
様
性
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
は
実
は
自
分
自
身
の
一
無
明
で
あ
り
、
衆
生
の
側
に
お

け
る
無
明
の
厚
薄
に
原
因
を
求
め
る
が
ご
と
き
思
考
は
至
理
（
最
高
の
真
理
）
の
中
に
根
拠
を
有
し
な
い
と
す
れ
ば
、〔
至
理
す
な
わ

ち
明
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
例
え
ば
、〕
一
切
行
者
は
…
…
」
の
よ
う
に
内
容
を
敷
衍
し
た
意
訳
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

言
う
「
至
理
」「
明
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
一
無
明
の
滅
尽
で
あ
る
が
、
釈
論
の
教
理
を
用
い
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
自
宗
決

定
の
実
現
、
具
体
的
に
は
一
本
覚
の
開
顕
に
よ
る
自
他
平
等
の
悟
境
界
の
実
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
検
討
か
ら

筆
者
は
五
重
問
答
を
、「
挙
げ
ら
れ
た
五
つ
の
候
補
の
中
で
、
自
宗
決
定
と
い
う
、
一
無
明
の
滅
尽
す
な
わ
ち
一
本
覚
の
開
顕
に
該

当
す
る
真
理
概
念
（
至
理
・
明
）
は
ど
れ
か
を
問
う
問
答
」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
以
下
に
各
問
答
を
考
察
す
る
。

一
切
行
者
は
、
一
切
の
悪
を
断
ち
、
一
切
の
善
（「
六
度
万
行
」）
を
修
得
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
性
格
か
ら
こ
の
名
称
が
付
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
か
の
行
者
の
悟
境
は
十
地
を
超
え
、
無
上
地
に
至
っ
て
三
身
（
法
・
報
・
応
）
を
完
成
し
、
四
徳
（
常
・
楽
・

我
・
常
）
を
具
え
終
え
て
い
る
と
い
う
。
極
め
て
高
度
な
悟
り
を
達
成
し
た
修
行
者
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
一
切
行
者
は
無
明

煩
悩
を
対
治
す
る
こ
と
で
到
達
し
た
仏
果
究
極
の
境
位
、
す
な
わ
ち
染
浄
始
覚
の
境
地
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る

A
G
B

。
釈
論
巻
第
三
の

記
述
に
よ
れ
ば
、
染
浄
始
覚
の
染
汚
の
克
服
は
「
極
解
脱
時
」
に
お
い
て

A
H
B

、
も
し
く
は
「
得
無
念
者

A
I
B

」
な
る
行
者
の
身
心
に
よ
う

や
く
成
就
さ
れ
る
境
地
で
あ
る
。
極
め
て
高
い
境
地
で
あ
り
、
こ
れ
を
達
成
し
た
行
者
は
通
常
な
ら
当
然
明
に
他
な
ら
な
い
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
釈
論
は
、
一
切
行
者
は
無
明
で
あ
っ
て
明
（
自
宗
決
定
の
実
現
）
で
は
な
い
と
断
定
す
る
。
こ
の
、
極
め
て
高
度
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な
真
理
概
念
が
明
か
無
明
か
と
問
わ
れ
、
そ
れ
は
無
明
で
あ
っ
て
明
で
は
な
い
と
い
う
判
断
が
下
さ
れ
る
と
い
う
類
型
は
原
則
的

に
以
下
の
記
述
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
る
。

次
に
、
第
二
重
の
清
浄
本
覚
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

引
用
11　

若
し
爾
ら
ば
、
清
浄
本
覚
は
、
無
始
よ
り
来
た
修
行
を
観
ぜ
ず
。
他
力
を
得
る
に
非
ず
し
て
、
性
徳
円
満
し
本
智
具

足
せ
り
。
亦
た
四
句
を
出
で
、
亦
た
五
辺
を
離
れ
た
り
。
自
然
の
言
も
自
然
な
る
こ
と
能
わ
ず
。
清
浄
の
心
も
清
浄
な
る
こ

と
能
わ
ず
。
絶
絶
に
し
て
離
離
せ
り
。
是
く
の
如
き
本
処
は
、
明
と
為
る
か
無
明
か
。
是
く
の
如
き
本
処
は
、
無
明
の
辺
域

に
し
て
明
の
分
位
に
非
ず

A
J
B

。

清
浄
本
覚
は
、
自
力
・
他
力
を
越
え
て
本
来
的
に
完
成
し
た
悟
り
の
智
慧
を
具
え
て
い
る
。
ま
た
、
四
句
（
有
・
無
・
亦
有
・
亦

無
）
を
脱
し
、
五
辺
（
増
益
・
損
益
・
相
違
・
愚
痴
・
戯
論
）
を
離
れ
て
い
る
。
清
浄
本
覚
は
「
自
然
」
と
い
う
語
さ
え
も
そ
れ
を
表
現

で
き
な
い
ほ
ど
「
自
然
」
で
あ
り
、
清
浄
な
心
も
そ
れ
に
比
べ
る
な
ら
ば
清
浄
で
は
あ
り
得
な
く
な
る
ほ
ど
に
「
清
浄
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
清
浄
本
覚
は
言
語
表
現
や
思
考
能
力
が
及
ば
な
い
領
域
に
あ
る
真
理
概
念
な
の
で
あ
る
。
釈
論
自
身
、
他
の
引
用
箇
所
、

例
え
ば
巻
第
三
に
お
い
て
は
、「
清
浄
本
覚
」
は
「
不
生
不
滅
、
非
建
立
有

A
K
B

」
で
あ
り
、
ま
た
「
言
語
道
絶
、
心
行
処
滅

A
L
B

」
の
真
実

で
あ
る
等
、高
く
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、そ
れ
が
明
で
あ
る
か
無
明
で
あ
る
か
と
問
う
な
ら
ば
、清
浄
本
覚
は
無
明
で
あ
っ
て
、

明（
自
宗
決
定
の
実
現
）で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
明
と
し
て
の「
一
本
覚
」が
、起
信
論
と
釈
論
の
各
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る「〔
清

浄
〕
本
覚
」
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

次
に
、
第
三
重
の
一
法
界
心
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

引
用
12　

若
し
爾
ら
ば
、
一
法
界
心
は
、
百
非
に
非
ず
、
千
是
に
背
く
。
中
に
も
非
ず
。
中
に
も
非
ざ
れ
ば
天
に
背
け
り
。
天

に
非
ざ
れ
ば
、
演
水
の
談
、
足
を
断
つ
而の

み已
に
し
て
止
ま
り
、
審
慮
の
量
、
手
を
亡
ず
る
而
已
に
し
て
住
す
。
是
く
の
如
き

一
心
は
明
と
為
る
か
無
明
か
。
是
く
の
如
き
一
心
は
、
無
明
の
辺
域
に
し
て
明
の
分
位
に
非
ず

A
M
B

。
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釈
論
に
よ
れ
ば
、「
一
法
界
心
」（
ま
た
は
「
一
心
」）
は
、
三
十
二
法
門
の
全
て
を
具
え
た
法
体
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
は
た
ら
き
に

対
応
す
る
異
称
と
し
て「
如
来
蔵

A
N
B

」「
摩
訶
衍

A
O
B

」「
中
実

A
P
B

」（
＝
い
わ
ゆ
る「
諸
法
実
相
」の
意
）等
が
挙
げ
ら
れ
る
ほ
ど
の
真
理
概
念
で
あ
り
、

巻
第
七
と
巻
第
八
を
除
く
釈
論
の
全
編
に
お
い
て
称
揚
さ
れ
て
い
る
法
体
で
あ
る
。
例
え
ば
巻
第
一
に
お
い
て
一
法
界
心
は
、
一

切
如
来
衆
、
一
切
菩
薩
宗
、
一
切
声
聞
衆
、
一
切
縁
覚
衆
と
い
う
四
衆
と
、
胎
生
、
卵
生
、
湿
生
、
化
生
と
い
う
四
生
の
す
べ
て
（
八

処
）
を
自
己
の
内
に
収
め
摂
り
尽
く
し
、か
つ
八
処
の
す
べ
て
に
行
き
渡
っ
て
い
る
、「
唯
是
一
体
」
に
し
て
「
唯
是
一
相
」
な
る
「
広

大
円
満
」
の
法
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

A
Q
B

。
ま
た
引
用
中
の
説
明
に
よ
れ
ば
こ
の
一
法
界
心
は
、
百
の
否
定
表
現
で
も
捉
え
ら
れ

ず
、
千
の
肯
定
表
現
に
も
背
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
中
道
で
も
な
く
非
中
道
で
も
な
い
か
ら
、
最
勝
真
実
の
空
で
あ
る
第
一
義

空
（「
天
」）
に
も
背
い
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
流
水
の
よ
う
に
滑
ら
か
な
弁
舌
も
一
法
界
心
の
解
明
に
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ず

に
立
ち
止
ま
り
、
慎
重
で
深
い
知
覚
や
認
識
も
そ
れ
を
把
握
す
る
手
段
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
明
で
あ
る
か
無
明
で
あ
る
か

と
問
う
な
ら
ば
、
一
法
界
心
は
無
明
で
あ
っ
て
、
明
（
自
宗
決
定
の
実
現
）
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

次
に
、
第
四
重
の
三
自
一
心
摩
訶
衍
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

引
用
13　

三
自
一
心
摩
訶
衍
法
は
、一
も
一
な
る
こ
と
能
わ
ず
。能
入
の
一
を
仮
る
。心
も
心
な
る
こ
と
能
わ
ず
。能
入
の
心
を
仮
る
。

実
に
は
我
の
名
に
非
ざ
れ
ど
も
、
而
も
我
に
目
す
。
亦
た
自
を
唱
う
に
非
ざ
れ
ど
も
、
自
に
契か
な

え
り
。
我
の
如
く
名
を
立
つ
れ

ど
も
、
而
も
実
の
我
に
非
ず
。
自
の
如
く
唱
う
を
得
れ
ど
も
、
而
も
実
の
自
に
非
ず
。
玄
玄
と
し
て
又
た
玄
な
り
。
遠
遠
と
し

て
又
遠
な
り
。
是
く
の
如
き
勝
処
は
、
明
と
為
る
か
無
明
か
。
是
く
の
如
き
勝
処
は
無
明
の
辺
域
に
し
て
明
の
分
位
に
非
ず

A
R
B

。

釈
論
に
よ
れ
ば
、
三
自
一
心
摩
訶
衍
法
に
お
け
る
「
一
」
と
は
、
こ
の
法
に
適
合
（「
能
入
」）
す
る
機
根
に
付
さ
れ
た
「
三
自
一0

心

摩
訶
衍
門
」
の
名
称
を
仮
に
用
い
た
の
で
あ
っ
て
、
一
と
多
と
い
う
相
対
的
関
係
の
中
に
あ
る
「
一
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
同

じ
く
「
心
」
と
は
、
や
は
り
「
三
自
一
心0

摩
訶
衍
門
」
の
名
称
を
仮
に
用
い
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
心
」
は
、
衆
生
が
「
心
」
と
い

う
語
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
は
な
い
。
三
自
一
心
摩
訶
衍
法
は
非
常
に
堅
固
な
真
理
で
あ
る
け
れ
ど
も
、〔
仏
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教
と
し
て
の
立
場
上
〕「
我
」
と
名
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
暫
定
的
に
「
我
」
と
呼
称
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
そ
の
卓
越
性
か
ら
す
れ
ば
、「
自
」（
実
体
）
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
も
あ
る
。
し
か
し
、そ
れ
は
「
我
」

で
あ
る
と
言
い
切
っ
て
し
ま
う
な
ら
ば
や
は
り
「
我
」
で
は
な
く
、
た
と
え
「
自
」
の
呼
称
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
て
も
や
は
り
最
終

的
に
は
「
自
」
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
三
自
一
心
摩
訶
衍
法
は
深
遠
な
る
上
に
も
深
遠
な
真
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
明
で

あ
る
か
無
明
で
あ
る
か
と
問
う
な
ら
ば
、
三
自
一
心
摩
訶
衍
法
は
無
明
で
あ
っ
て
明
（
自
宗
決
定
の
実
現
）
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

以
上
が
初
重
か
ら
第
四
重
に
至
る
問
答
の
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
あ
る
疑
問
が
生
じ
る
。
既
に
引
用
10
の
解
説
に
際
し
て
指

摘
し
た
よ
う
に
、
前
四
重
の
問
答
に
お
い
て
は
極
め
て
高
度
な
真
理
概
念
に
対
し
て
、
そ
れ
は
無
明
で
あ
っ
て
明
で
は
な
い
と
い

う
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
重
の
一
切
行
者
や
第
二
重
の
清
浄
本
覚
を
初
め
と
す
る
前
四
重
の
諸
々
の
真
理
概
念
は
、

釈
論
の
他
の
諸
巻
で
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
五
重
問
答
に
お
い
て
の
み
、
何
ら
の
躊
躇
も
な
く
、
そ
れ
ら
は
無
明

で
あ
る
と
断
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
一
の
真
理
概
念
に
対
し
て
、
他
の
諸
巻
に
お
い
て
は
高
評
価
を
与
え
な
が
ら
、
五

重
問
答
に
お
い
て
は
説
明
を
欠
い
た
ま
ま
低
評
価
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
論
旨
の
一
貫
性
の
欠
如
が
見
い
出
さ
れ

る
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
章
で
取
り
扱
う
事
と
し
、
こ
こ
で
は
五
重
問
答
の
検
討
を
続
け
る
。

前
四
重
に
続
く
、
最
後
（
第
五
重
）
の
不
二
摩
訶
衍
法
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

引
用
14　

不
二
摩
訶
衍
の
法
は
、
唯
だ
是
れ
不
二
摩
訶
衍
の
法
な
り
。
是
く
の
如
き
不
二
摩
訶
衍
の
法
は
、
明
と
為
る
か
無
明

か

A
S
B

。　
〔
答
な
し
〕

不
二
摩
訶
衍
法
に
関
し
て
は
、
そ
こ
で
な
さ
れ
る
の
は
「
不
二
摩
訶
衍
法
は
、
た
だ
不
二
摩
訶
衍
法
で
あ
る
」
と
い
う
同
語
反

復
の
み
で
あ
り
、
前
四
重
で
行
っ
た
よ
う
な
具
体
的
内
容
の
説
明
を
一
切
欠
い
て
い
る
。
そ
し
て
不
二
摩
訶
衍
法
に
関
し
て
は
、

そ
れ
が
「
明
」（
自
宗
決
定
の
実
現
）
で
あ
る
か
無
明
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
答
え
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
。
こ
れ

も
前
四
重
と
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
は
、
前
四
重
の
問
答
と
第
五
の
問
答
が
根
本
的
に
異
な
る
性
格
の
も
の
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と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。
上
記
の
問
題
に
つ
い
て
も
、前
述
の
前
四
重
の
問
題
と
同
様
、次
章
で
検
討
す
る
。

第
四
章　

五
重
問
答
の
意
図
と
そ
の
発
想
的
根
源

先
ず
前
章
の
引
用
13
の
解
釈
の
過
程
で
提
起
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
前
四
重
の
問
答
に
お
い
て
は
、
高
度
な
真
理
概
念
（
そ
の
中

に
は
、
五
重
問
答
以
外
の
釈
論
の
記
述
中
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
）
が
、
そ
れ
は
明
で
は
な
く
無
明
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
本
論
第
二
章
に
お
い
て
筆
者
は
、
厚
薄
問
答
に
お
け
る
「
無
明
の
厚
薄
」
と
「
無
明
」
の
相
違

を
考
察
す
る
に
際
し
て
、
無
覚
門
の
中
で
厚
薄
問
答
に
先
行
し
て
言
及
さ
れ
る
自
宗
決
定
と
引
摂
決
定
を
手
掛
か
り
と
し
た
の
で

あ
る
が
、
本
章
の
考
察
に
お
い
て
も
、
こ
の
二
つ
の
「
決
定
」
を
手
掛
か
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
自
宗
決
定
の
意
図
は
、
一
切
衆
生
の
無
明
の
原
因
（
責
任
）
を
自
己
一
人
に
引
き
受
け
る
が
故

に
、
自
ら
の
本
覚
の
開
顕
（
＝
無
明
の
滅
尽
）
が
そ
の
ま
ま
一
切
衆
生
の
本
覚
の
開
顕
（
＝
無
明
の
滅
尽
）
で
も
あ
る
よ
う
な
自
他
平

等
の
悟
り
の
境
地
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る

A
T
B

。
こ
の
自
宗
決
定
が
五
重
問
答
に
お
け
る
「
明
」
の
内
実
な
の
で
あ
る
が
、
既
に
指

摘
し
た
通
り
こ
こ
に
は
、
全
て
の
問
題
を
一
修
行
者
・
一
個
人
の
本
覚
と
無
明
の
関
係
に
還
元
な
い
し
集
約
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
、
予
想
さ
れ
る
五
重
問
答
の
基
本
的
性
格
は
、
修
行
過
程
に
お
け
る
修
行
者
個
人
の
内
面
に
お
け

る
意
識
の
変
容
を
重
視
す
る
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
修
行
者
の
内
面
に
問
題
の
す
べ
て
を
還
元
す
る
以
上
、
そ
の
問

題
の
解
決
の
成
否
を
確
認
す
る
に
は
、
個
人
の
意
識
内
に
お
け
る
体
験
の
精
査
を
重
視
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
体
験
や
実
践
を
通
じ
て
宗
教
的
な
真
理
を
確
証
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
、
体
験
重
視
の
立
場
に

お
い
て
は
、
言
語
・
概
念
を
通
じ
て
の
真
理
の
解
明
を
目
指
す
教
理
・
教
学
に
対
し
て
、
少
な
く
と
も
第
一
義
的
な
位
置
付
け
を

与
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
程
度
・
度
合
い
に
は
幅
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
上
述
の
体
験
重
視
の
姿
勢
が
そ
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の
基
本
的
な
性
格
を
形
成
す
る
の
で
あ
り
、
五
重
問
答
は
ま
さ
に
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
と
す
る
と
き
、

前
四
重
に
お
け
る
高
度
な
諸
真
理
概
念
が
す
べ
て
無
明
で
あ
っ
て
明
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
、
却
下
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、

こ
の
非
言
語
的
・
脱
言
語
的
な
体
験
主
義
の
立
場
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
。
こ
の
立
場
か
ら
す

る
な
ら
ば
、
前
四
重
と
し
て
言
及
さ
れ
る
一
切
行
者
、
清
浄
本
覚
、
一
法
界
心
、
三
自
一
心
摩
訶
衍
法
は
、
ど
れ
ほ
ど
高
度
な
真

理
概
念
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
ま
さ
し
く
言
語
・
概
念
で
あ
る
限
り
、
無
明
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
無
明
と
し
て
却
け

ら
れ
る
真
理
概
念
が
高
次
元
な
も
の
で
あ
る
ほ
ど
、
こ
の
非
（
脱
）
言
語
的
な
体
験
主
義
の
主
張
は
明
確
に
な
る
の
で
あ
り
、
釈

論
の
狙
い
も
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
こ
の
体
験
主
義
の
主
張
は
、
修
行
と
い
う
特
定
の
精
神
的
境
位
に
あ
る
個
人
に
対
し
て
該
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て

A
U
B

、
五

重
問
答
以
外
の
釈
論
の
諸
巻
に
お
い
て
も
全
面
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
五
重
問
答
と
い
う
限
定
さ

れ
た
場
に
お
い
て
の
み
、「
一
時
的
な
立
場
・
視
点
の
転
換
」
に
基
づ
い
て
適
用
さ
れ
、
成
立
す
る
主
張
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、

五
重
問
答
の
場
に
お
い
て
こ
そ
却
け
ら
れ
る
真
理
概
念
が
、
そ
れ
以
外
の
箇
所
に
お
い
て
は
、
教
理
・
教
学
的
な
理
解
の
た
め
の

有
益
な
知
見
と
し
て
説
か
れ
る
限
り
で
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
矛
盾
や
一
貫
性
の
欠
如
は
存
在
し
な

い
。
釈
論
の
真
意
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
、
前
章
の
最
後
で
引
用
14
の
不
二
摩
訶
衍
法
の
解
説
に
即
し
て
提
起
し
た
問
題
を
検
討
す
る
が
、
こ
れ
も
右
の
考
察
の

延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
通
り
、
不
二
摩
訶
衍
法
に
対
す
る
言
及
は
、「
不
二
摩
訶
衍
の
法

は
、
唯
だ
是
れ
不
二
摩
訶
衍
の
法
な
り
」
と
い
う
同
語
反
復
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
、
前
四
重
に
お
け
る
よ
う
な
具
体
的
な
説
明
が

存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
釈
論
が
こ
の
局
面
に
お
い
て
、
最
高
の
宗
教
的
真
理
（
＝
不
二
摩
訶
衍
法
）
を
言
語
に
よ
っ
て
説
明
し
、
そ

の
概
念
を
規
定
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
同
語
反
復
は
、
主
語
（「
～
は
」）
に
該
当
す
る

不
二
摩
訶
衍
法
の
内
容
を
言
語
・
概
念
で
表
現
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
述
語
（「
～
で
あ
る
」）
を
提
示
す
る
こ
と
の
拒
絶
な
い
し
断
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念
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

思
う
に
、
当
該
の
真
理
概
念
（
こ
の
場
合
は
不
二
摩
訶
衍
法
で
あ
る
が
）
の
同
語
反
復
に
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
に
関
す
る
説
明
の
拒
絶

な
い
し
断
念
が
表
明
さ
れ
た
こ
の
局
面
に
お
い
て
、
第
五
重
の
問
答
は
、
前
四
重
と
は
根
本
的
に
そ
の
位
置
付
け
（
も
し
く
は
そ
こ
に

込
め
ら
れ
た
意
味
）
を
異
に
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
同
語
反
復
が
五
重
問
答
全
体
の
最
も
重
要
な
転
換
点
と
な
っ

て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
切
行
者
か
ら
三
自
一
心
摩
訶
衍
法
に
至
る
前
四
重
の
真
理
概
念
は
、
そ
れ
（
主
語
）
が
い
か
に
高

度
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、言
語・概
念
を
通
じ
て
の
説
明
（
述
語
）
と
そ
の
理
解
に
よ
っ
て
成
立
し
ま
た
完
結
す
る
（
つ
ま
り
「
事
足
れ
り
」

と
さ
れ
る
）
領
域
の
範
囲
内
に
収
ま
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
一
の
次
元
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
前
四
重
の
位
置
付
け
に
対
し
て
、
第
五
重
の
不
二
摩
訶
衍
法
と
い
う
真
理
概
念
は
、
お
そ
ら
く
非
言
語
的
な
い
し

脱
言
語
的
な
体
験
の
領
域
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
釈
論
に
と
っ
て
、
確
か
に
不
二
摩
訶
衍
法
は
明
な

の
で
あ
る
が
、
そ
の
明
と
し
て
の
顕
現
（
自
宗
決
定
、
と
い
う
一
本
覚
の
開
顕
に
よ
る
自
他
平
等
の
悟
り
の
実
現
）
は
、
一
修
行
者
な
る
個

人
の
内
面
に
お
け
る
体
験
の
領
域
に
お
い
て
の
み
確
証
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
敢
え
て
推
測
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
当
然
、

前
四
重
で
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
た
言
語
・
概
念
と
し
て
の
「
明
」（
自
宗
決
定
と
い
う
言
葉
・
概
念
）
を
重
要
な
一
契
機
と
し
つ
つ
、
最

終
的
に
は
そ
れ
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
釈
論
に
と
っ
て
不
二
摩
訶
衍
法
は
、
確
か
に
「
明
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は

前
四
重
の
よ
う
に
釈
論
の
言
語
・
概
念
に
よ
っ
て
説
明
お
よ
び
そ
の
了
解
が
可
能
な
「
明
」、
い
わ
ば
凡
俗
な
る
衆
生
の
想
定
範
囲

内
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
「
明
」
と
は
異
な
る
、
修
行
者
一
人
一
人
が
自
己
の
宗
教
的
体
験
を
通
じ
て
確
証
せ
ね
ば
な
ら

な
い
、
究
極
的
な
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
不
二
摩
訶
衍
法
に
対
し
て
は
、
そ
れ
が
「
無
明
」
で
な
い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、「
明
」
で
あ
る
と
も
回
答
さ
れ
な
い
（
で
き
な
い
）
の
で
あ
る

A
V
B

。

私
見
に
よ
れ
ば
、五
重
問
答
の
有
す
る
上
記
の
よ
う
な
性
格
の
形
成
に
関
し
て
は
、『
維
摩
経
』「
入
不
二
法
門
」（
以
下
、『
維
摩
経
』

と
呼
称
す
る
）
の
記
述
が
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
指
摘
自
体
は
既
に
な
さ
れ
て
い
る
が

A
W
B

、
本
稿
で
も
こ
の
問
題
を
一
度
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取
り
上
げ
た
い
。『
維
摩
経
』
に
お
け
る
当
該
箇
所
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

引
用
15　

是
く
の
如
く
諸
の
菩
薩
は
各
各
説
き
已
り
て
、文
殊
師
利
に
問
う
、「
何
等
か
是
れ
菩
薩
の
入
不
二
法
門
な
る
や
」
と
。

文
殊
師
利
曰
わ
く
、「
我
が
意
の
如
き
は
、
一
切
法
に
於
い
て
言
無
く
、
説
無
く
、
示
無
く
、
識
無
く
、
諸
の
問
答
を
離
る
。

是
れ
を
入
不
二
法
門
と
為
す
」
と
。
是
に
於
い
て
文
殊
師
利
は
維
摩
詰
に
問
う
、「
我
等
、
各
自
ら
説
き
已
り
ぬ
。
仁
者
、

当
に
説
く
べ
し
。
何
等
か
是
れ
菩
薩
入
不
二
法
門
な
る
や
」
と
。
時
に
維
摩
詰
、
黙
然
と
し
て
言
無
し
。
文
殊
師
利
、
歎
じ

て
曰
く
、「
善
い
哉
、
善
い
哉
。
乃
至
、
文
字
、
語
言
有
る
こ
と
無
し
。
是
れ
真
の
入
不
二
法
門
な
り
」
と
。
是
の
入
不
二

法
門
品
を
説
け
る
時
、
此
の
衆
中
に
於
い
て
五
千
の
菩
薩
、
皆
不
二
の
法
門
に
入
り
て
無
生
法
忍
を
得
た
り

A
X
B

。

こ
の
問
答
に
お
い
て
、
先
ず
三
十
一
菩
薩
が
各
々
所
見
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
釈
論
は
お
そ
ら
く
こ
れ
を
五
重
問
答
に
お
け

る
前
四
重
に
応
用
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
三
十
一
菩
薩
の
場
合
と
同
様
、
真
理
の
表
現
を
試
み
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
説
が
展
開
さ
れ

る
。
続
い
て
文
殊
（
三
十
二
人
目
）
は
、
言
語
、
説
、
示
、
そ
し
て
諸
問
答
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
入
不
二
法
門
で
あ
る
と
言
う
。

こ
れ
は
、
通
常
の
言
語
を
用
い
て
真
理
を
表
現
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
言
語
表
現

の
拒
絶
・
断
念
を
、
あ
え
て
通
常
の
言
語
を
用
い
て
表
現
す
る
段
階
で
あ
る
。
釈
論
は
お
そ
ら
く
こ
の
段
階
を
第
五
重
に
配
当
し
、

文
殊
が
表
明
し
た
の
と
同
じ
内
容
を
、「
不
二
摩
訶
衍
の
法
は
、
唯
だ
是
れ
不
二
摩
訶
衍
の
法
な
り
」
の
句
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
語
反
復
に
よ
っ
て
、
主
語
で
あ
る
不
二
摩
訶
衍
の
真
理
性
格
を
言
語
・
概
念
に
よ
っ
て
表
現
し

規
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
、
述
語
を
提
示
す
る
こ
と
の
拒
絶
・
断
念
を
、
間
接
的
に

示
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
維
摩
の
沈
黙
（
い
わ
ゆ
る
「
維
摩
の
一
黙
」）
は
、
文
殊
に
よ
る
「
言
語
に
よ
る
表
現
の
拒
絶
・
断
念
を
指
示
す
る
言
語
表
現
」

を
最
後
に
あ
ら
ゆ
る
言
説
が
終
焉
し
、
そ
れ
か
ら
先
は
体
験
の
領
域
に
入
っ
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
様
に
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
釈
論
は
ま
さ
し
く
、
不
二
摩
訶
衍
法
は
明
か
無
明
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
を
示
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
の
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真
の
理
解
（
一
本
覚
の
顕
現
に
よ
る
自
他
平
等
の
悟
り
の
実
現
）
は
体
験
の
領
域
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
五
重
問
答
と
『
維
摩
経
』
と
の
間
に
は
、
明
ら
か
に
構
成
上
の
相
似
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

第
五
章　

無
覚
門
の
内
容

五
重
問
答
が
「
不
二
摩
訶
衍
は
唯
だ
是
れ
不
二
摩
訶
衍
な
り
。
是
く
の
如
き
不
二
摩
訶
衍
の
法
は
、
明
と
為
る
か
無
明
か
」
と

い
う
一
句
を
も
っ
て
結
ば
れ
る
と
共
に
有
覚
門
が
終
了
し
、
そ
の
直
後
に
「
無
覚
門
」
が
設
定
さ
れ
る
。
無
覚
門
の
特
徴
は
、
次

の
引
用
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
有
覚
門
と
比
較
し
て
分
量
的
に
少
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
短
さ
は
、
有
覚
門
が
第
一
章

冒
頭
で
述
べ
た
通
り
分
量
的
に
多
く
、
内
容
的
に
も
多
岐
に
渡
る
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

引
用
16　

已
に
有
覚
門
を
説
き
た
り
。
次
に
無
覚
門
を
説
く
。
何
故
に
一
切
衆
生
に
は
本
覚
有
る
こ
と
無
き
や
。
本
覚
無
き
が

故
に
。
何
故
に
本
覚
無
き
や
。
衆
生
無
き
が
故
に
。
何
故
に
衆
生
無
き
や
。
所
依
の
本
覚
無
き
が
故
に

A
Y
B

。

無
覚
門
は
三
つ
の
問
答
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
読
ん
だ
だ
け
で
は
内
容
の
把
握
は
困
難
で
あ
る
。

第
一
の
問
答
は
「
な
ぜ
一
切
衆
生
は
本
覚
を
有
し
な
い
の
か
」
と
問
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
当
然
、「
一
切
衆
生
」
の
存
在
す

る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
一
切
衆
生
に
お
け
る
「
本
覚
」
の
有
無
を
問
う
て
い
る
の
で
あ

る
（
答
え
は
無
）。
と
こ
ろ
が
第
二
の
問
答
で
は
、衆
生
が
本
覚
を
有
し
な
い
理
由
が
「
衆
生
が
存
在
し
な
い
か
ら
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
論
理
が
破
綻
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
無
覚
門
は
分
量
的
に
非
常
に
少
な
く
、
内
容
的
に
も
そ
の
ま
ま
で
は
意
味
が
判
然
と
し
な
い
。
こ
の
問
題
に
対

す
る
筆
者
の
推
測
は
、
無
覚
門
は
単
独
で
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
先
行
す
る
有
覚
門
か
ら
続
く
展
開
と
し
て
、
と
り
わ
け

無
覚
門
の
直
前
に
位
置
す
る
五
重
問
答
と
の
連
続
性
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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既
に
見
た
よ
う
に
五
重
問
答
に
お
い
て
は
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
な
る
厚
薄
問
答
に
よ
っ
て
、
一
人
の
修
行
者
（
こ
こ
で
は
読
み
手

を
指
す
）
の
無
明
す
な
わ
ち
一
無
明
こ
そ
が
、
根
源
的
な
迷
い
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
一
無
明
を
超

え
る
明
、
す
な
わ
ち
自
宗
決
定
の
実
現
（
一
本
覚
の
顕
現
）
の
当
体
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
五
つ
の
真
理
概
念
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
。
初
め
の
前
四
重
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
明
で
は
な
く
、
無
明
で
あ
る
旨
が
回
答
さ
れ
る
。
次
に
、
第
五
重

の
不
二
摩
訶
衍
法
に
関
し
て
は
、
同
語
反
復
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
の
拒
絶
・
断
念
が
言
語
表
現
さ
れ
る

A
Z
B

。

そ
し
て
最
後
に
、
無
回
答
と
い
う
形
で
そ
の
言
語
表
現
の
拒
絶
・
断
念
が
実
行
に
移
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
不
二
摩
訶
衍
法
こ
そ
が

非
（
脱
）
言
語
的
な
明
に
該
当
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
維
摩
の
一
黙
と
同
様
に
、
沈
黙
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
五

重
問
答
の
過
程
を
経
て
、
無
覚
門
は
登
場
す
る
。
こ
の
よ
う
な
位
置
付
け
か
ら
推
測
す
る
と
、
無
覚
門
と
は
、
不
二
摩
訶
衍
法
こ

そ
が
明
で
あ
る
と
い
う
有
覚
門
の
究
極
に
到
達
し
た
後
に
、
当
然
そ
の
究
極
そ
の
も
の
を
完
全
に
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

し
て
も
、
そ
の
到
達
後
の
結
果
と
し
て
到
来
す
る
こ
と
が
あ
る
程
度
想
定
し
得
る
境
地
の
、
そ
の
一
端
を
言
語
で
表
現
す
る
作
業

で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
有
覚
門
が
悟
り
と
い
う
分
水
嶺
へ
の
上
昇
過
程
（
そ
の
最
終
段
階
が
五
重
問
答
）
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
無
覚
門
は
分
水
嶺
を
超
え
た
彼
方
に
位
置
す
る
、
自
他
平
等
の
悟
り
が
実
現
し
た
領
域
を
指
す
の
で
あ
る
。
以

下
こ
の
観
点
か
ら
、
引
用
16
の
内
容
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
第
一
の
問
答
に
お
け
る
「
何
故
に
一
切
衆
生
に
は
本
覚
有
る
こ
と
無
き
や
」
と
い
う
問
い
は
、
五
重
問
答
の
第
五
重
で

一
人
の
修
行
者
に
明
と
し
て
実
現
し
た
自
宗
決
定
の
内
実
が
、「
一
修
行
者
の
本
覚
開
顕
が
同
時
に
一
切
衆
生
の
本
覚
開
顕
で
も
あ

る
」
と
い
う
、
言
わ
ば
自
他
平
等
の
悟
り
の
実
現
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
発
問
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
第
一
の
問
答

に
お
い
て
は
、
自
他
平
等
の
悟
り
を
実
現
し
た
覚
者
（
も
と
一
修
行
者
）
の
境
地
（
視
線
）
に
お
い
て
は
、
一
切
衆
生
が
「
本
覚
」
を

有
し
な
い
こ
と
が
予
め
所
与
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
、
そ
の
理
由
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
本
覚
は
、
悟
り
の
潜

在
的
な
在
り
方
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
潜
在
的
な
在
り
方
と
は
言
わ
ば
可
能
性
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
可
能
性
と
い
う
在
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り
方
は
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
存
在
し
な
く
な
る
。
換
言
す
れ
ば
実
現
し
た
悟
り
の
中
に

発
展
的
に
解
消
す
る
は
ず
で
あ
る

A
[
B

。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「
本
覚
無
き
が
故
に
」
と
い
う
答
え
の
真
意
は
、
悟
り
を
実
現
し

た
覚
者
の
境
地
に
お
い
て
は
、
自
他
共
に
、
本
覚
と
い
う
潜
在
的
な
悟
り
の
可
能
性
は
発
展
的
に
解
消
し
て
も
は
や
存
在
し
な
く

な
っ
た
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
「
一
切
衆
生
」
は
、
名
称
と
実
態
は
依
然
と
し
て
衆
生
で
あ
る
が
、
一

修
行
者
の
内
面
的
な
意
識
の
経
験
に
お
い
て
は
覚
者
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

続
く
第
二
の
問
答
に
お
け
る
「
何
故
に
本
覚
無
き
や
」
と
い
う
問
い
は
、
右
に
述
べ
た
第
一
の
問
答
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、「〔
そ
れ

な
ら
、
覚
者
に
実
現
し
た
自
他
平
等
の
悟
り
の
境
地
に
お
い
て
〕
な
ぜ
本
覚
と
い
う
潜
在
的
な
悟
り
の
可
能
性
が
存
在
し
な
く
な
っ

た
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
す
る
「
衆
生
無
き
が
故
に
」
と
い
う
答
え
は
、
先
程
筆
者
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
た

箇
所
で
あ
る
が
、そ
の
内
実
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
言
う
衆
生
と
は
い
わ
ゆ
る
迷
妄
の
凡
夫
衆
生
を
指
す
が
、

そ
れ
と
同
時
に
覚
者
の
潜
在
的
な
在
り
方
、
覚
者
の
可
能
性
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
元
来
、
本
覚
と
衆
生
は
相
互
依
存

的
な
概
念
で
あ
り
、
お
互
い
の
存
在
を
自
己
の
存
立
の
前
提
（
根
拠
）
と
す
る
か
ら
、
一
方
が
存
立
す
る
時
に
他
方
も
存
立
し
、
一
方

が
解
消
す
る
時
に
は
他
方
も
解
消
す
る

A
\
B

。
で
あ
る
か
ら
、
本
覚
が
既
に
現
実
の
悟
り
と
な
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
、
す
な
わ
ち
悟
り
の
可

能
性
と
し
て
の
在
り
方
（
本
覚
）
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
時
、
衆
生
も
ま
た
覚
者
と
な
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
、
覚
者
の
可
能
性
と
し
て

の
在
り
方
（
衆
生
）
も
発
展
的
に
解
消
し
て
存
在
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
衆
生
無
き
が
故
に
」
の
真
意
で
あ
ろ
う

A
]
B

。

以
上
の
過
程
か
ら
最
後
の
第
三
の
問
答
も
解
釈
で
き
る
。「
何
故
に
衆
生
無
き
や
」
と
い
う
問
い
は
、「〔
そ
れ
な
ら
、
覚
者
に

実
現
し
た
自
他
平
等
の
悟
り
の
境
地
に
お
い
て
〕
な
ぜ
迷
妄
の
衆
生
と
い
う
在
り
方
（
＝
覚
者
の
潜
在
的
な
可
能
性
）
が
存
在
し
な
く

な
っ
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
「
所
依
の
本
覚
無
き
が
故
に
」
と
い
う
答
え
の
真
意
は
、
衆
生
が
既
に

覚
者
と
な
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
、
覚
者
の
可
能
性
と
し
て
の
在
り
方
（
衆
生
）
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
時
、
本
覚
も
ま
た
悟
り
と

な
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
前
の
衆
生
が
存
在
す
る
根
拠
・
前
提
と
な
っ
て
い
た
（「
所
依
の
」）
悟
り
の
可
能
性
と
し
て
の
在
り
方
（
本
覚
）
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も
発
展
的
に
解
消
し
て
存
在
し
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
所
依
の
本
覚
無
き
が
故
に
」
の
真
意
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
至
っ
て
、
こ
の
第
三
の
問
答
は
直
前
の
第
二
の
問
答
と
同
じ
内
容
を
、
す
な
わ
ち
本
覚
と
衆
生
が
相
互
依
存
的
で
あ
る
が

故
に
相
互
解
消
的
で
も
あ
る
こ
と
を
、
第
二
の
問
答
が
本
覚
に
視
点
を
置
い
て
述
べ
た
の
に
対
し
て
、
第
三
の
問
答
は
衆
生
に
視

点
を
置
い
て
述
べ
た
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
六
章　

倶
是
無
明
的
な
真
理
観
と
し
て
の
有
覚
門
・
無
覚
門

本
論
の
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
に
考
察
し
た
、
五
重
問
答
を
最
終
段
階
と
す
る
有
覚
門
と
、
前
章
で
考
察
し
た
無
覚
門
は
、

釈
論
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
全
体
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
そ
れ
は
以
下
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
、

「
倶
是
無
明
」
を
典
型
例
と
し
て
釈
論
の
各
所
に
表
明
さ
れ
る
真
理
観
（
以
下
、「
倶
是
無
明
的
〔
な
〕
真
理
観
」
と
呼
称
す
る
）
の
一
つ

で
あ
る
と
考
え
る
。

釈
論
は
巻
第
四
に
お
い
て
、「
六
無
明
」
と
い
う
概
念
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、明
無
明
、闇
無
明
、倶く
　
ぜ
　是
無
明
、倶
非
無
明
、

空
無
明
、
具
足
無
明
と
い
う
六
つ
の
無
明
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
三
で
あ
る
倶
是
無
明
の
内
容
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

引
用
17　

倶
是
無
明
と
は
、
字
義
差
別
其
の
相
云
何
。
頌
に
曰
く
、「
唯
だ
一
種
の
み
の
無
明
が
、
或
い
は
明
に
し
て
或
い
は

暗
な
れ
ば
倶
な
り
。
譬
え
ば
一
暗
色
を
二
人
各
異
っ
て
見
る
が
如
し
」
と
。
論
じ
て
曰
く
、
一
種
の
無
明
が
或
い
は
明
、
或

い
は
闇
な
り
。
譬
え
ば
一
色
を
二
人
異
見
す
る
が
如
し
。
此
の
義
云
何
。
謂
わ
く
迦
羅
鳩
奢
那
及
び
人
同
分
の
如
し
。
極
闇

の
夜
分
中
に
同
じ
く
一
処
に
在
っ
て
此
の
暗
色
を
見
る
。
若
し
迦
羅
鳩
奢
那
な
れ
ば
唯
だ
清
浄
光
明
の
色
の
み
を
見
、
若
し

人
同
分
な
れ
ば
唯
だ
一
向
に
黒
暗
の
色
の
み
を
見
る
。
倶
是
無
明
も
亦
た
復
た
是
く
の
如
し
。
唯
だ
一
つ
の
無
明
が
、
或
い

は
智
慧
な
る
明
、
或
い
は
黒
法
な
る
暗
な
り
。
二
事
を
具
し
た
る
が
故
に

A
^
B

。
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こ
こ
に
お
い
て
釈
論
は
、
た
だ
一
つ
の
無
明
が
明
で
も
暗
で
も
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
一
つ
の
暗
色
を
、
二
人
が
異
な
っ
て
み
る
よ

う
な
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
。
こ
れ
は
、
た
だ
一
つ
の
無
明
と
い
う
対
象
が
、
見
る
者
の
境
地
や
立
場
の
相
違
に
応
じ
て
、
ま
っ
た

く
異
な
っ
て
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
無
明
が
、
覚
者
に
は
智
慧
な
る
明
と
し
て
映
じ
、
未
覚
な
る
衆
生
に
は

黒
法
な
る
暗
と
し
て
映
じ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
迦
羅
鳩
奢
那
（
超
絶
的
に
夜
目
が
利
く
鳥
＝
覚
者

の
譬
喩
）
と
人
同
分
（
人
間
と
同
程
度
の
視
力
を
も
つ
生
物
＝
衆
生
の
譬
喩
）
が
、
同
じ
場
所
か
ら
夜
の
闇
（
＝
無
明
）
を
見
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
る
。こ
こ
で
は
、明
ら
か
に
立
場
の
相
違
に
よ
る
内
的
経
験
の
相
違
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。そ
し
て
こ
の
譬
喩
の
後
、

倶
是
無
明
も
ま
た
迦
羅
鳩
奢
那
と
人
同
分
の
譬
喩
と
同
様
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
続
く
記
述
中
の
「
二
事
を
具
し
た
る
が
故
に
」

は
、
倶
是
無
明
は
二
つ
の
内
容
を
具
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
要
す
る
に
、
無
明
が
何
で
あ
る
か
は
、
無
明
を
見

る
側
の
精
神
的
境
地
の
高
低
（
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
悟
り
と
迷
い
の
程
度
）
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

釈
論
は
引
用
17
に
続
い
て
、
架
空
経
典
（
甚
深
密
厳
経
）
に
よ
る
経
証
を
行
う
。

引
用
18　

甚
深
密
厳
契
経
中
に
是
く
の
如
き
説
を
作
す
、「
根
本
無
明
は
、
幻
人
中
に
於
い
て
は
能
く
幻
質
を
作
し
、
德
人
中

に
於
い
て
は
能
く
德
質
を
作
す
。
一
を
取
り
て
一
を
非
と
す
る
べ
か
ら
ざ
る
が
故
に
」
と

A
_
B

。

「
根
本
無
明
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
倶
是
無
明
を
指
す
。「
幻
」
と
は
引
用
17
に
お
け
る
「
黒
暗
の
色
」「
黒
法
な
る
暗
」

と
同
義
で
あ
る
。
そ
れ
故
、「
幻
人
」
と
は
未
覚
衆
生
で
あ
り
、「
幻
質
」
と
は
未
覚
衆
生
の
見
出
す
迷
妄
世
界
の
性
質
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
「
幻
人
中
に
於
い
て
は
幻
質
を
為
す
」
と
は
、
直
訳
す
る
な
ら
ば
「
倶
是
無
明
は
未
覚
衆
生
に
お
い

て
は
惑
迷
世
界
の
性
質
を
形
成
す
る
」
で
あ
る
が
、
そ
の
真
意
は
要
す
る
に
、
未
覚
衆
生
は
倶
是
無
明
を
望
見
す
る
際
、
そ
こ
に

妄
境
界
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
様
に
、「
徳
」
と
は
引
用
17
に
お
け
る
「
清
浄
光
明
の
色
」「
智
慧
の
明
」
と
同
義

で
あ
る
。
そ
れ
故
「
徳
人
」
と
は
覚
者
で
あ
り
、「
徳
質
」
と
は
覚
者
の
見
出
す
悟
り
の
世
界
の
性
質
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
か
ら
「
徳
人
中
に
於
い
て
は
能
く
德
質
を
作
す
」
と
は
、
直
訳
す
る
な
ら
ば
「
倶
是
無
明
は
、
覚
者
に
お
い
て
は
悟
り
の
世
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界
の
性
質
を
形
成
す
る
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
真
意
は
要
す
る
に
、
覚
者
は
倶
是
無
明
を
望
見
す
る
際
、
そ
こ
に
悟
境
界
を
見
出

す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

思
う
に
、
右
に
述
べ
た
倶
是
無
明
に
お
け
る
迦
羅
鳩
奢
那
お
よ
び
徳
人
・
徳
質
と
は
、
前
章
で
考
察
し
た
無
覚
門
を
実
現
し
た

覚
者
と
、
そ
の
自
他
平
等
の
悟
り
の
境
地
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
無
覚
門
で
は
、
有
覚
門
に
あ
っ
て
は
未
覚
の
衆
生
に
過
ぎ

な
い
存
在
が
、
そ
の
名
称
と
実
態
は
依
然
と
し
て
「〔
一
切
〕
衆
生
」
で
あ
り
な
が
ら
、
自
宗
決
定
を
自
心
の
中
に
実
現
し
た
覚
者

の
境
地
に
お
い
て
は
、
覚
者
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
倶
是
無
明
に
お
い
て
、
た
だ
一
つ
の
無
明
が
、
無
明
で
あ
る
ま
ま
に
、
覚

者
の
境
地
に
お
い
て
は
智
慧
な
る
明
に
転
換
す
る
事
と
、
事
実
上
同
じ
内
容
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
倶
是
無
明
に
お
け
る
人
同
分

お
よ
び
幻
人
・
幻
質
と
は
、有
覚
門
に
お
け
る
未
覚
衆
生
と
、そ
の
妄
境
界
も
し
く
は
次
第
向
上
の
境
地
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
有
覚
門
で
は
、
引
摂
決
定
の
原
則
に
よ
り
、
覚
者
に
実
現
し
て
い
る
自
他
平
等
の
悟
り
と
、
未
覚
衆
生
の
未
開
顕
の
本
覚
と

は
全
く
没
交
渉
・
無
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
倶
是
無
明
に
お
い
て
、
覚
者
の
内
面
に
お
い
て
は
無
明
な
る
ま
ま
に
智
慧
の
明
と
な
っ

た
無
明
が
、
未
覚
衆
生
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
黒
法
の
暗
に
過
ぎ
な
い
事
と
、
事
実
上
同
じ
内
容
で
あ
る
。

以
上
、
有
覚
門
・
無
覚
門
と
倶
是
無
明
の
、
真
理
観
と
し
て
の
内
容
的
な
一
致
に
つ
い
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
倶
是
無
明
的

な
真
理
観
は
釈
論
の
各
所
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
本
論
で
既
に
言
及
し
て
い
る
二
つ
の
事
例

も
含
め
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
巻
第
三
に
お
け
る
①
「
眠
士
夫
・
悟
士
夫
」、②
「
同
義
（
同
義
同
相
義
）・

異
義
（
異
義
異
相
義
）」、
③
「
自
宗
決
断
・
望
別
決
断
」、
巻
第
四
に
お
け
る
④
「
倶
是
無
明
」
お
よ
び
⑤
「
同
相
門
・
異
相
門
」、

巻
第
五
に
お
け
る
⑥
「
自
宗
決
定
・
引
摂
決
定
」、
⑦
「
有
覚
門
（
厚
薄
問
答
、
五
重
問
答
）・
無
覚
門
」、
そ
し
て
巻
第
六
に
お
け
る

⑧
「
同
同
同
相
・
異
異
異
相
」、
で
あ
る

A
`
B

。
思
う
に
釈
論
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
事
例
が
複
数
の
諸
巻
を
通
じ
て
見
出
さ
れ
、

そ
こ
で
使
用
さ
れ
る
語
句
・
概
念
を
一
部
分
も
し
く
は
す
べ
て
変
更
し
つ
つ
、
し
か
し
結
果
的
に
同
一
の
内
容
が
繰
り
返
し
論
じ

ら
れ
る
教
義
は
他
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
筆
者
は
、
倶
是
無
明
的
な
真
理
観
は
釈
論
の
最
も
重
要
な
主
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張
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。

さ
ら
に
筆
者
は
、
有
覚
門
・
無
覚
門
は
、
五
重
問
答
の
存
在
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
右
に
挙
げ
た
倶
是
無
明
的
な
真
理
観
の

中
で
も
特
別
な
位
置
を
占
め
る
も
の
と
想
定
す
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
例
え
ば
本
論
の
第
二
章
で
検
討
し
た
自

宗
決
定
・
引
摂
決
定
に
お
い
て
は
、
覚
者
に
お
け
る
自
他
平
等
の
悟
り
の
実
現
（
自
宗
決
定
）
と
、
そ
の
実
現
の
際
に
も
未
覚
衆
生

に
お
い
て
は
覚
者
と
は
無
関
係
・
没
交
渉
で
あ
る
こ
と
（
引
摂
決
定
）
が
説
か
れ
る
。
ま
た
、同
じ
く
本
章
で
言
及
し
た
倶
是
無
明
は
、

無
明
と
い
う
同
一
の
対
象
が
、
覚
者
に
お
い
て
は
智
慧
な
る
明
と
し
て
映
じ
、
未
覚
衆
生
に
お
い
て
は
黒
法
な
る
暗
と
し
て
映
ず

る
こ
と
を
主
張
す
る
。
二
つ
の
事
例
は
い
ず
れ
も
、
覚
者
の
内
面
に
お
け
る
自
他
平
等
の
悟
境
界
の
風
光
と
未
覚
衆
生
の
内
面
に

お
け
る
無
明
煩
悩
の
厳
存
、
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
両
者
間
の
落
差
・
懸
隔
と
い
う
対
比
を
明
確
に
表
現
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の

反
面
、
自
宗
決
定
・
引
摂
決
定
お
よ
び
倶
是
無
明
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
覚
者
に
実
現
し
て
い
る
悟
り
の
内
実
と
未
覚
衆
生
に

お
け
る
迷
い
の
現
実
相
を
、
静
的
・
固
定
的
に
並
列
し
区
別
す
る
の
み
で
、
迷
い
か
ら
悟
り
へ
の
移
行
過
程
を
ま
っ
た
く
問
題
と

し
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
他
の
事
例
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

そ
の
中
で
唯
一
の
例
外
が
有
覚
門
・
無
覚
門
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
有
覚
門
の
最
終
段
階
と
し
て
五
重
問
答
を
設
定
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
迷
い
か
ら
悟
り
へ
の
動
的
な
移
行
・
展
開
の
過
程
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
。
釈
論
は
有
覚
門
中
の

自
宗
決
定
お
よ
び
厚
薄
問
答
の
記
述
に
よ
っ
て
、一
本
覚
の
開
顕
（
＝
一
無
明
の
対
治
）
が
悟
り
で
あ
り
明
で
あ
る
こ
と
を
説
き
つ
つ
、

そ
の
上
で
五
重
問
答
を
通
じ
て
、
す
な
わ
ち
前
四
重
の
真
理
概
念
の
解
説
に
対
す
る
無
明
の
宣
告
、
お
よ
び
第
五
重
の
不
二
摩
訶

衍
法
に
対
す
る
解
説
の
拒
絶
と
無
回
答
を
通
じ
て
、
自
宗
決
定
の
真
の
実
現
は
言
語
・
概
念
の
領
域
に
で
は
な
く
、「
維
摩
の
一
黙
」

が
示
す
よ
う
な
宗
教
的
体
験
の
領
域
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た

A
a
B

。
五
重
問
答
の
設
定
は
、
他
の
倶
是
無
明
的

な
真
理
観
の
諸
事
例
に
お
い
て
は
見
出
せ
な
い
、
特
異
な
、
釈
論
中
唯
一
の
試
み
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
釈
論
の
作
者
に

と
っ
て
、
倶
是
無
明
的
な
真
理
観
を
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
何
と
し
て
も
や
り
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
課
題
と
し
て
あ
っ
た
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が
、
結
果
的
に
有
覚
門
・
無
覚
門
と
い
う
部
門
に
お
い
て
、
五
重
問
答
の
設
定
と
い
う
形
で
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

結　

び

五
重
問
答
は
、
直
接
的
な
位
置
付
け
と
し
て
は
、
有
覚
門
の
最
終
段
階
で
あ
り
つ
つ
、
有
覚
門
と
無
覚
門
の
橋
渡
し
を
す
る
役

割
に
あ
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
有
覚
門
の
内
容
を
構
成
す
る
自
宗
決
定
・
引
摂
決
定
、
お
よ
び
五
重
問
答
の
直

前
に
位
置
す
る
厚
薄
問
答
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
有
覚
門
・
無
覚
門
は
、
釈
論
が
繰
り
返
し
述
べ
る
倶
是

無
明
的
な
真
理
観
の
事
例
の
一
つ
で
あ
る
が
、
五
重
問
答
の
存
在
に
よ
っ
て
、
他
の
事
例
に
お
い
て
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
倶
是
無
明
的
な
真
理
観
と
は
、
た
だ
一
つ
の
対
象
（
具
体
的
に
は
無
明
）
が
、
そ
れ
を
見
る
者
の
境
地
の

相
違（
具
体
的
に
は
、覚
者
で
あ
る
か
未
覚
衆
生
で
あ
る
か
の
相
違
）に
よ
っ
て
異
な
っ
た
様
相（
覚
者
に
と
っ
て
は
智
慧
な
る
明
、未
覚
衆
生
に
と
っ

て
は
黒
法
な
る
暗
）
で
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、五
重
問
答
以
外
の
事
例
に
お
い
て
は
、悟
り
と
迷
い
の
諸
相
を
対
立
的
・

並
列
的
に
述
べ
る
の
み
で
、
悟
り
か
ら
迷
い
へ
の
移
行
な
い
し
発
展
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
倶
是
無
明
的

な
真
理
観
は
釈
論
全
体
の
中
で
も
重
要
な
主
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
さ
ら
に
右
の
課
題
へ
の
取
り
組
み
を
行
っ
た
五
重

問
答
の
意
味
は
非
常
に
大
き
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

註（
１
）以
下
の
各
章
に
お
い
て
は
言
及
す
る
事
項
の
中
に
は
、令
和
元
年（
二
〇
一
九
）に
ノ
ン
ブ
ル
社
か
ら
刊
行
し
た
拙
著『
釈
摩
訶
衍
論
の
新
研
究
』

の
内
容
と
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。
し
か
し
、
拙
著
の
執
筆
の
時
点
で
筆
者
に
は
、
本
論
第
六
章
で
考
察
し

た
、五
重
問
答
を
「
倶
是
無
明
的
な
真
理
観
」
の
事
例
と
し
て
、し
か
も
重
要
な
事
例
と
し
て
捉
え
直
す
視
点
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
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本
論
の
試
み
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）『
釈
摩
訶
衍
論
』
大
正
蔵
第
三
二
巻
、
六
三
七
頁
中

（
３
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
下
。
本
論
で
は
『
起
信
論
』
本
文
の
引
用
は
、『
釈
論
』
所
載
の
引
用
か
ら
行
う
。

（
４
）『
釈
論
』
六
三
四
頁
上

（
５
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
中

（
６
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
中
～
下

（
７
）『
釈
論
』
六
三
六
頁
下

（
８
）『
釈
論
』
六
三
六
頁
下

（
９
）『
釈
論
』
六
三
六
頁
下

（
10
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
下

（
11
）『
釈
論
』
六
三
六
頁
下
～
六
三
七
頁
上

（
12
）
ま
た
そ
こ
に
は
、
一
本
覚
の
拡
大
解
釈
の
結
果
、「
一
行
者
の
悟
り
の
実
現
が
一
切
衆
生
の
悟
り
の
実
現
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
衆
生
の
側
の

修
行
は
不
要
で
は
な
い
か
」
と
い
う
発
想
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぐ
意
図
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
釈
論
は
「
精
進
修
行
義
」
と
い
う
概
念
を
態
々

設
定
し
、
衆
生
の
一
人
一
人
が
自
身
に
固
有
な
無
明
の
対
治
に
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
精
進
修
行
義
の
詳
細
に
つ

い
て
は
拙
著
四
〇
二
頁
～
四
〇
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
下

（
14
）
那
須
政
隆
『
辨
顕
密
二
教
論
の
解
説
』（
成
田
山
仏
教
研
究
所
、
平
成
一
〇
年
〔
一
九
九
八
〕）
七
三
頁

（
15
）『
釈
論
』
六
一
六
頁
上

（
16
）
同
右

（
17
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
下

（
18
）『
釈
論
』
六
一
五
頁
中

（
19
）『
釈
論
』
六
一
五
頁
下
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（
20
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
下

（
21
）『
釈
論
』
六
〇
三
頁
下

（
22
）
同
右

（
23
）
同
右

（
24
）『
釈
論
』
六
〇
〇
頁
下

（
25
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
下

（
26
）
同
右

（
27
）
た
だ
し
、
そ
れ
は
直
ち
に
、
引
摂
決
定
に
お
け
る
覚
者
と
未
覚
衆
生
の
間
に
厳
存
す
る
懸
隔
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
衆
生
の
一
人
一
人
が
自
宗

決
定
の
境
地
を
自
ら
の
修
行
を
通
じ
て
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
請
に
転
化
す
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
重
要
な
こ
と
な
の
で
今

一
度
回
述
べ
る
。

（
28
）『
釈
論
』
は
、
起
信
論
本
文
の
注
釈
と
言
い
つ
つ
、
一
本
覚
・
一
無
明
の
問
題
に
言
及
し
、
こ
れ
は
「
釈
を
作
し
て
散
説
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、

定
め
て
通
ず
る
人
無
く
、明
了
な
る
こ
と
能
わ
じ
。
是
の
故
に
今
更
に
種
種
の
釈
を
作
し
、具
足
し
開
示
し
て
、行
者
の
心
を
暁さ
と

さ
ん
」（
六
三
六

頁
下
）
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
29
）
お
そ
ら
く
釈
論
と
し
て
は
、
こ
こ
で
自
分
が
「
明
で
あ
る
」
と
答
え
た
ら
、
読
み
手
が
「
不
二
摩
訶
衍
法
」
お
よ
び
「
明
」
の
意
味
を
、〔
釈

論
か
ら
見
て
〕、
浅
く
通
俗
的
に
理
解
し
、
最
終
的
に
そ
れ
ら
が
読
み
手
の
想
定
範
囲
内
の
、
あ
り
き
た
り
な
宗
教
概
念
〔
と
釈
論
が
考
え
る

も
の
〕
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
惧
し
て
い
る
。
そ
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
不
二
摩
訶
衍
法
は
言
語
・
概
念
に
よ
る
説
明

を
拒
む
真
理
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
は
不
詳
で
あ
る
と
述
べ
た
以
上
、
そ
れ
は
明
で
あ
る
と
も
無
明
で
あ
る
と
も
判
断
で
き
な
い
は
ず
だ
と
い

う
常
識
的
思
考
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
根
底
と
し
て
、
最
終
的
に
右
の
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
仮
に
、「
不

二
摩
訶
衍
法
は
、
自
宗
決
定
の
実
現
を
重
要
な
契
機
と
し
つ
つ
、
な
お
そ
れ
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
真
の
理
解
は
自
ら
の
宗
教
的
経

験
を
通
じ
て
確
証
す
る
し
か
な
い
」
等
と
述
べ
る
な
ら
ば
、
当
該
事
項
の
少
な
く
と
も
形
式
的
な
概
要
あ
る
い
は
告
示
し
た
い
内
容
の
輪
郭

は
表
現
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
、
そ
の
よ
う
な
発
想
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
30
）例
え
ば
石
井
公
成『
華
厳
思
想
の
研
究
』（
春
秋
社
、平
成
八
年〔
一
九
九
六
〕）の「
第
五
章　

新
羅
華
厳
思
想
展
開
の
一
側
面
―『
釈
摩
訶
衍
論
』
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の
成
立
事
情
―
」
等
で
あ
る
。

（
31
）『
維
摩
経
』
大
正
蔵
第
一
四
巻
、
五
五
一
頁
下

（
32
）『
釈
論
』
六
三
七
頁
下

（
33
）
厳
密
に
は
、「
言
語
表
現
の
拒
絶
・
断
念
の
実
行
の
様
相
が
言
語
表
現
さ
れ
る
」
で
あ
る
。

（
34
）
比
喩
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
種
が
発
芽
・
成
長
し
て
花
開
い
た
時
、
あ
る
い
は
芋
虫
が
蝶
に
変
態
し
た
時
、
種
あ
る
い
は
芋
虫
だ
っ
た
頃

の
面
影
は
あ
ま
り
残
ら
な
い
よ
う
な
事
態
で
あ
る
。

（
35
）
衆
生
が
迷
い
の
生
存
の
中
に
流
転
す
る
間
は
、
彼
ら
に
具
わ
る
本
覚
（
悟
り
の
可
能
性
）
も
存
在
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
衆
生
が

悟
り
を
実
現
し
た
時
、
す
な
わ
ち
迷
え
る
衆
生
で
な
く
な
っ
た
時
（
衆
生
と
い
う
在
り
方
を
解
消
し
た
時
）、
本
覚
も
存
在
し
な
く
な
る
（
本

覚
と
い
う
在
り
方
を
解
消
す
る
）
は
ず
で
あ
る
。

（
36
）
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
一
の
問
答
の
検
討
の
際
に
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
第
二
の
問
答
に
お
け
る
「
衆
生
無
き

が
故
に
」
の
「
衆
生
」
が
通
常
の
「
未
覚
な
る
衆
生
」
の
意
味
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、第
一
の
問
答
に
お
け
る
「
一
切
衆
生
」
の
「
衆
生
」

は
、「
覚
者
」
の
意
味
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、五
重
問
答
の
最
終
段
階
で
不
二
摩
訶
衍
法
を
体
得
し
た
覚
者
（
も
と
一
修
行
者
）

の
内
面
に
は
、自
他
平
等
の
悟
り
が
実
現
し
て
い
る
の
で
、そ
こ
で
は
「〔
未
覚
な
る
〕
衆
生
」
も
覚
者
・
如
来
と
し
て
映
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
37
）『
釈
論
』
六
二
三
頁
中
～
下

（
38
）『
釈
論
』
六
二
三
頁
下

（
39
）
こ
こ
に
挙
げ
た
七
つ
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
挙
げ
る
拙
著
の
論
述
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
①
「
眠
士
夫
・
悟
士
夫
」
は

一
五
九
～
一
六
一
頁
、
②
「
同
義
（
同
体
同
相
義
）・
異
義
（
異
体
異
相
義
）」
は
一
六
一
～
一
八
二
頁
、
③
「
自
宗
決
断
・
望
別
決
断
」
は

四
五
六
～
四
六
二
頁
、
④
「
倶
是
無
明
」
は
三
０
五
～
三
一
二
頁
、
⑤
「
同
相
門
・
異
相
門
」
は
五
九
～
七
一
頁
、
⑥
「
自
宗
決
定
・
引
摂
決
定
」

は
三
八
九
～
四
一
一
頁
、
⑦
「
有
覚
門
（
厚
薄
問
答
、
五
重
問
答
）・
無
覚
門
」
は
四
二
一
～
四
四
五
頁
、
⑧
「
同
同
同
相
・
異
異
異
相
」
は

七
三
～
七
六
頁
。

（
40
）
そ
の
記
述
内
容
が
読
み
手
に
対
す
る
説
明
な
い
し
解
説
と
し
て
ど
の
程
度
の
、
も
し
く
は
ど
の
よ
う
な
形
で
の
成
功
を
成
し
遂
げ
て
い
る
か

に
つ
い
て
の
評
価
は
、
ま
た
別
の
課
題
と
し
て
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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