
●
ハ
ー
リ
相
応
部
一
二
・
三
七

舎
衞
城
に
住
し
た
も
う
。

①

比
丘
等
ょ
、
こ
の
身
（
厨
冒
）
は
汝
等
の
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
他
の
ひ
と
び
と
の
も
の
で
も
な
い
。
比
丘
等
よ
、
こ
れ
は
以

前
の
業
（
冒
働
冨
昌
冨
冒
目
四
目
）
の
、
造
作
せ
ら
れ
た
る
（
各
巨
３
－
房
冨
冨
目
）
意
思
せ
ら
れ
た
る
（
：
ご
閨
胃
①
３
首
冨
目
）
感
受

せ
ら
れ
た
る
も
の
（
ぐ
呂
皇
岸
騨
目
）
で
あ
る
と
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

比
丘
等
ょ
。
こ
れ
に
つ
い
て
実
に
多
聞
の
聖
弟
子
は
ま
さ
し
く
縁
起
（
ｇ
胃
８
＄
日
匡
弓
脚
目
）
を
善
く
如
理
に
思
念
す
る
。
｝
」
れ

が
有
る
と
き
か
れ
が
有
り
＄
こ
れ
が
生
ず
る
よ
り
か
れ
が
生
ず
る
。
こ
れ
が
無
い
と
き
か
れ
が
無
く
、
こ
れ
が
減
す
る
よ
り
か
れ
が

減
す
る
。
例
え
ば
、
無
明
に
縁
っ
て
行
が
あ
り
、
行
に
縁
っ
て
識
が
あ
り
乃
至
、
こ
の
よ
う
に
し
て
此
処
に
全
苦
緬
の
集
が
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
て
同
じ
無
明
の
残
り
な
き
減
よ
り
行
の
減
が
あ
り
。
行
の
減
よ
り
識
の
減
が
あ
り
乃
至
、
こ
の
よ
う
に
し
て
此
処
に
全

初
期
佛
教
の
業
思
想
に
つ
い
て

ｌ
相
応
部
の
一
経
典
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

（
二
巻
六
四
’
六
五
頁
）
は
短
い
経
典
で
、
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
㈲

舟
橋
一
哉

1



問
題
は
「
身
が
業
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
「
造
作
せ
ら
れ
た
る
」
も
「
意
思
せ
ら
れ
た
る
」
も
「
感

受
せ
ら
れ
た
る
」
も
す
ゞ
へ
て
「
業
」
と
同
格
で
あ
る
か
ら
、
「
造
作
せ
ら
れ
た
る
、
意
思
せ
ら
れ
た
る
、
感
受
せ
ら
れ
た
る
以
前
の
業
」

と
い
う
よ
う
に
訳
す
こ
と
も
で
き
る
。
ど
ち
ら
に
訳
し
て
も
意
味
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
「
以
前
の
業
」
と
あ
る
の
が
「
宿

業
」
の
原
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
身
」
が
「
業
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
世
の
組
織
せ
ら
れ
体
系
化
せ
ら
れ

た
佛
教
の
業
諭
の
上
か
ら
は
～
こ
の
ま
ま
で
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
で
佛
音
日
目
自
画
‐
響
○
＄
）
の
註
を
見
る
と
次
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
る
。比

丘
等
よ
、
こ
れ
は
以
前
の
業
で
あ
る
と
は
、
「
こ
れ
は
以
前
の
業
そ
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
｜
」
の
身
は
以
前
の
業
よ
り
起
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
縁
」
と
い
う
〔
言
葉
の
世
間
に
お
け
る
〕
言
い
慣
わ
し
に
よ

っ
て
、
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
造
作
せ
ら
れ
た
る
云
云
は
、
ま
さ
し
く
「
業
」
と
い
う
〔
言
葉
の
世
間
に
お
け
る
〕
言

い
慣
わ
し
に
基
づ
い
て
、
前
な
る
〔
業
の
〕
特
相
と
同
類
で
あ
る
か
ら
、
〔
そ
の
よ
う
に
「
身
が
業
で
あ
る
」
と
〕
説
か
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
こ
こ
に
お
け
る
意
味
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
造
作
せ
ら
れ
た
る
と
は
、
思
〔
す
な
わ
ち
業
〕
を
根
基
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
見
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
〔
と
い
う
こ
と
で
あ
り
〕
、
感
受
せ
ら
れ
た
る
、
と
は
受
の
根
基
で
あ
る
と
見
る
、
へ
き
で
あ
る
〔
と
い
う

こ
と
で
あ
る
〕
。
、
言
、
習
亀
言
弐
亀
卦
》
こ
き
ざ
邑
烏
』
言
ミ
ミ
ミ
卓
は
》
口
四
‐
甲
己
四
昌
己
ロ
風
冨
‐
富
目
白
色
目
①
ぐ
四
》
冒
国
箇
冨
日
日
②
‐

●

ｐ
ご
ず
い
洋
○
己
閨
胃
》
①
困
丙
倒
冒
○
．
目
凹
の
日
脚
己
四
８
四
目
四
‐
ぐ
○
ヶ
倒
局
の
口
四
①
ぐ
ゅ
目
ご
ロ
ヰ
○
．
』
９
房
急
書
竜
畠
言
惠
は
騨
巳
』
畠
日
日
餌
‐
ぐ
○
屋
胃
爵
の
》
①
ぐ
四

ぐ
色
の
①
邑
騨
も
自
己
昌
四
‐
］
目
、
餌
‐
、
四
ヴ
ロ
四
ｍ
Ｐ
餅
、
）
国
昇
畠
＃
Ｐ
弓
．
シ
）
酋
冒
己
四
国
』
①
茸
彦
騨
四
ヰ
ロ
○
》
堅
守
言
の
国
暑
野
吾
畠
言
富
は
。
⑦
３
口
割
‐
ぐ
騨
洋
丘
巨
丙
○
武

旦
餌
冨
ロ
四
一
〕
ず
○
如
己
、
、
急
》
｝
黛
亀
悪
は
ぐ
①
色
沙
口
国
》
国
ぐ
ゅ
骨
匙
〕
口
武
Ｑ
四
宮
］
〕
ゆ
ず
一
Ｊ
○
‘
⑫
四
吋
・
目
や
『
Ｃ

こ
の
解
釈
は
、
身
は
業
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
業
よ
り
生
じ
た
結
果
〔
す
な
わ
ち
果
報
〕
で
あ
る
が
、
業
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
し
ば
ら
く
因
に
つ
い
て
「
業
」
と
い
う
名
を
、
果
で
あ
る
「
身
」
の
上
に
立
て
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
果
の
上
に

苦
瀧
の
減
が
あ
る
、
と
。

題
は
「
身
が
業
で
あ
る
！

２



る
が
、
た
だ

言
っ
て
い
る

仮
り
に
因
の
名
を
立
て
た
」
の
で
あ
る
。
「
『
縁
』
と
い
う
〔
言
葉
の
世
間
に
お
け
る
〕
言
い
慣
わ
し
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
た
の

で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
あ
っ
て
、
「
縁
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
縁
」
だ
け
で
な
く
「
縁
よ
り
生

じ
た
結
果
」
を
も
含
め
て
「
縁
」
と
称
す
る
、
そ
う
い
う
言
葉
の
使
い
方
が
そ
の
当
時
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

い
ま
は
「
業
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
同
様
の
使
い
方
が
あ
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
佛
音
は
、
「
身
は
造
作
・
意
思
・
感
受

せ
ら
れ
た
る
業
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
文
字
通
り
に
は
解
釈
し
な
い
で
、
業
す
な
わ
ち
思
ｌ
南
伝
佛
教
で
は
業
の
本
質
は
思
で
あ
る

と
見
る
、
そ
し
て
思
の
は
た
ら
き
は
造
作
で
あ
り
、
意
思
で
あ
る
Ｉ
を
根
基
と
し
て
身
が
生
じ
、
そ
の
身
を
根
基
と
し
て
苦
楽
の
受
が

感
受
せ
ら
れ
る
一
」
と
に
な
る
が
、
そ
の
苦
楽
の
受
は
実
は
果
報
と
し
て
感
受
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
経
典
と
同
じ
趣
旨
を
伝
え
る
経
典
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ー
リ
相
応
部
三
五
・
一
四
五
で
あ
っ
て
、
関
連
す
る
部
分
だ
け

こ
の
経
典
と
同
じ
趣
旨
を
伝
え
《

を
抄
出
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

比
丘
等
よ
、
以
前
の
業
含

比
丘
等
よ
、
以
前
の
業
（
冒
国
目
‐
厨
日
日
柿
一
日
）
と
は
何
で
あ
る
か
。
比
丘
等
よ
、
眼
は
造
作
せ
ら
れ
（
煙
昏
臆
昌
巨
曾
冨
）
意
思

②

せ
ら
れ
（
号
巨
い
§
。
①
菖
冒
ｇ
）
感
受
せ
ら
れ
た
る
（
ぐ
①
§
昌
扇
）
以
前
の
業
で
あ
る
、
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
耳
は
。
：
…
鼻
は

：
…
・
舌
は
…
。
：
身
は
…
…
意
は
。
：
…
比
丘
等
よ
、
こ
れ
が
以
前
の
業
と
言
わ
れ
る
。

比
丘
等
よ
↑
新
ら
し
い
業
（
ロ
空
く
夢
‐
富
日
日
撃
昌
）
と
は
何
で
あ
る
か
。
比
丘
等
よ
、
実
に
現
在
に
お
い
て
（
①
言
国
巨
）
身
・
語
・

意
を
も
っ
て
業
を
造
る
と
き
は
、
比
丘
等
よ
、
こ
れ
が
新
ら
し
い
業
と
言
わ
れ
る
。
印
謡
皀
急
ぐ
○
貝
ぐ
や
］
篭

こ
の
経
典
は
漢
訳
に
相
当
経
典
を
欠
い
て
い
る
が
、
倶
舎
論
の
中
に
は
こ
れ
と
同
じ
趣
旨
を
伝
え
る
経
典
が
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
の
経
典
に
対
す
る
佛
音
の
註
釈
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
前
の
経
典
の
場
合
と
同
じ
で
あ

る
が
、
た
だ
少
し
く
異
な
っ
て
い
る
の
は
「
造
作
せ
ら
れ
た
る
」
と
「
意
思
せ
ら
れ
た
る
」
に
つ
い
て
の
解
釈
で
あ
っ
て
、
次
の
よ
う
に

造
作
せ
ら
れ
た
る
と
は
、
諸
縁
和
合
し
て
造
ら
れ
た
る
（
ｇ
８
葛
①
目
、
号
冨
３
口
国
囎
員
昇
畠
』
５
首
目
）
、
で
あ
る
。
意
思
せ
ら
れ
た
３



こ
の
よ
う
に
佛
音
は
、
身
や
六
根
が
そ
の
ま
ま
直
ち
に
以
前
の
業
で
は
な
い
が
、
以
前
の
業
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
＄
「
以
前

の
業
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
と
同
様
の
解
釈
は
、
北
伝
佛
教
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
倶

舎
論
四
〔
大
・
二
九
・
二
○
中
〕
に
お
い
て
、
「
悪
作
」
と
い
う
名
義
に
関
連
し
て
、
悪
作
と
い
う
の
は
、
悪
く
作
さ
れ
た
こ
と
そ
の
こ
と

を
指
し
て
、
「
悪
作
」
と
称
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
悪
く
作
さ
れ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
そ
れ
を
追
悔
す
る
と
こ
ろ
の
心
所
の
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
は
果
の
上
に
お
い
て
仮
り
に
因
の
名
を
立
て
た
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
言
い
方
の
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
言

こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
経
典
は
、
さ
き
の
パ
ー
リ
相
応
部
三
五
・
一
四
五
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
六
触
処
」
と
あ
る
の
は
「
六
処
」

の
こ
と
で
あ
り
、
六
処
と
は
眼
等
の
六
根
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
小
稿
の
初
め
に
引
用
し
た
相
応
部
一
二
・
三
七
の
漢
訳
相
当
経
典
は
雑

阿
含
一
二
・
一
三
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

爾
の
時
世
尊
、
諸
比
丘
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
此
の
身
は
汝
の
所
有
に
も
非
ず
。
亦
余
人
の
所
有
に
も
非
ず
。
謂
く
、
六
触
入
処
な

り
。
本
と
行
願
を
修
し
て
此
の
身
を
受
得
せ
り
。
云
何
ん
が
六
と
為
す
や
。
眼
触
入
処
、
耳
鼻
舌
身
意
触
入
処
な
り
。
彼
の
多
聞
の

聖
弟
子
は
諸
の
縁
起
に
お
い
て
善
く
正
思
惟
し
て
観
察
す
。
：
…
．
〔
雑
阿
含
二
一
・
一
三
、
大
＠
二
・
八
四
上
〕

こ
こ
に
は
業
の
こ
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
経
典
は
さ
き
の
経
典
と
深
い
関
連
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
を

前
へ
も
ど
し
て
、
「
身
ま
た
は
六
根
は
以
前
に
造
ら
れ
た
業
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
佛
音

話

フ
0

る
と
は
、
思
に
よ
っ
て
分
別
せ
ら
れ
た
る
（
８
冨
鼠
冨
冒
冨
壇
目
四
目
）
、
‘
で
あ
る
。
留
局
．
目
』
〕
皇
９

し
0

又
た
果
の
体
に
お
い
て
仮
り
に
因
の
名
を
立
つ
。
「
此
の
六
触
処
は
、
応
に
知
る
ゞ
へ
し
、
宿
作
の
業
と
名
づ
く
」
と
説
け
る
が
如

二

１



こ
の
経
典
に
お
い
て
「
業
」
に
つ
い
て
、
「
造
作
せ
ら
れ
た
る
」
と
「
意
思
せ
ら
れ
た
る
」
と
い
う
二
つ
の
形
容
詞
が
附
加
せ
ら
れ
て
あ

る
が
、
こ
の
二
つ
は
後
世
の
佛
教
に
お
け
る
業
の
教
義
の
上
か
ら
も
、
ま
さ
し
く
「
業
」
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
次

の
「
感
受
せ
ら
れ
た
る
（
ぐ
○
号
琶
冨
）
」
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
後
世
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
「
業
」
に
つ
い
て
言
う
も
の
て
は
な
く
て
、

③

業
よ
り
生
じ
た
「
果
報
」
（
ぐ
ぢ
鴬
四
）
に
つ
い
て
言
う
も
の
で
あ
る
。
業
に
よ
っ
て
果
報
を
感
ず
る
こ
と
を
説
く
縁
起
を
「
業
感
縁
起
」
と

い
う
が
、
そ
の
と
き
の
「
感
」
と
同
じ
で
あ
る
。
．
〈
－
リ
相
応
部
一
二
・
四
六
に
お
い
て
園
口
笛
目
ぐ
①
昌
冒
は
〔
感
受
す
る
〕
と
言
わ
れ

て
い
る
の
が
、
こ
れ
に
当
る
で
あ
ろ
う
。
漢
訳
は
こ
れ
を
「
覚
」
と
訳
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
い
う
「
覚
」
は
「
さ
と
る
」
で
は
な

く
て
、
「
覚
受
」
「
感
覚
」
の
意
味
で
あ
る
。
パ
ー
リ
と
淡
訳
と
の
両
方
の
経
典
を
な
ら
べ
て
出
す
な
ら
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

：
…
・
か
の
バ
ラ
モ
ン
は
世
尊
に
次
の
こ
と
を
言
っ
た
。
「
き
み
ゴ
ー
タ
マ
よ
、
〔
業
を
〕
造
る
者
と
〔
果
報
を
〕
感
受
す
る
者
と

は
同
一
で
あ
り
ま
す
（
、
○
富
Ｈ
ｏ
陸
の
○
冨
冨
四
日
ぐ
の
且
割
曾
匡
）
か
」
と
。
〔
世
尊
曰
く
〕
「
〔
業
を
〕
造
る
者
と
〔
果
報
を
〕
感
受
す
る

の
解
釈
と
倶
舎
論
の
解
釈
と
を
見
て
き
た
が
、
両
者
は
同
じ
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
お
そ
ら
く
後
世
の
組
織
化
せ
ら
れ
た
佛
教
の
業
の
教

義
の
体
系
に
当
て
は
め
て
理
解
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
よ
り
以
外
に
適
当
な
解
釈
方
法
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
問

題
は
、
は
た
し
て
相
応
部
の
経
典
、
倶
舎
論
が
引
用
し
て
い
る
経
典
を
、
経
典
そ
の
も
の
の
立
場
に
立
っ
て
み
る
と
き
、
こ
の
よ
う
に
解

釈
す
べ
き
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
多
分
に
後
世
の
考
え
方
に
影

響
せ
ら
れ
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
経
典
み
ず
か
ら
の
原
初
の
意
味
を
伝
え
て
は
い
な
い
と
思
う
者
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
っ
て
ま
わ
っ
た

解
釈
を
し
な
い
で
、
経
典
の
こ
と
ば
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
見
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
此
の
身
」

は
「
造
作
せ
ら
れ
た
る
以
前
の
業
」
で
あ
り
、
「
意
思
せ
ら
れ
た
る
以
前
の
業
」
で
あ
り
、
「
感
受
せ
ら
れ
た
る
以
前
の
業
」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
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．
。



者
と
は
同
一
人
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
バ
ラ
モ
ン
よ
、
こ
れ
は
一
つ
の
辺
で
あ
る
、
」
〔
バ
ラ
モ
ン
問
う
〕
「
き
み
。
コ
ー
タ
マ
よ
、
〔
業

を
〕
造
る
者
と
〔
果
報
を
〕
感
受
す
る
者
と
は
別
人
で
あ
り
ま
す
か
」
と
。
〔
世
尊
曰
く
〕
「
〔
業
を
〕
造
る
者
と
〔
果
報
を
〕
感
受

す
る
者
と
は
別
人
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
バ
ラ
モ
ン
よ
、
こ
れ
は
第
二
の
辺
で
あ
る
。
バ
ラ
モ
ン
よ
、
如
来
は
以
上
の
こ
れ
ら
二
辺

を
離
れ
て
、
中
に
よ
り
て
法
を
説
く
。
無
明
に
縁
り
て
行
あ
り
。
…
：
と
。
」
〔
相
応
部
一
二
・
四
六
、
二
巻
七
五
’
六
頁
〕

：
…
・
云
何
ん
が
塵
曇
よ
、
自
作
自
覚
な
り
耶
。
佛
婆
羅
門
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
我
れ
は
説
く
、
此
れ
は
是
れ
無
記
な
り
と
。
自
作
自

覚
は
此
れ
は
是
れ
無
記
な
り
。
云
何
ん
が
窪
曇
よ
、
他
作
他
覚
な
り
耶
。
佛
婆
羅
門
に
告
げ
た
ま
わ
く
↑
他
作
他
覚
は
此
れ
無
記
な

り
。
…
．
．
〔
雑
阿
含
一
二
・
一
八
、
大
・
二
・
八
五
下
〕

Ｏ

い
ま
私
が
「
〔
業
を
〕
造
る
者
と
〔
果
報
〕
を
感
受
す
る
者
」
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉
を
加
え
て
訳
し
た
の
は
、
わ
た
く
し
自
身
の
理

解
す
る
と
こ
ろ
に
依
る
の
で
あ
っ
て
、
佛
音
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
言
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
私
は
「
感
受
す
る
」
と
い
う
の
は
、

「
果
報
を
感
受
す
る
」
と
い
う
意
味
に
理
解
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
果
報
と
い
う
も
の
は
「
感
受
」
す
罰
へ
き
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
果
報
は
つ
ね
に
「
苦
・
楽
」
と
い
う
す
が
た
に
お
い
て
説
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
苦
・
楽
」
は
「
受
（
ぐ
の
目
昌
）
」
の
差
別
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
苦
・
楽
の
受
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
た
果
報
で
あ
る
か
ら
、

「
果
報
を
感
受
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
善
因
楽
果
・
悪
因
苦
果
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
こ
に
「
苦
・
楽
」
と
い
う
の
は
～
だ
い
た
い
に
お
い
て
今
日
の
「
不
幸
・
幸
」
と
い
う
言
葉
に
当
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
幸
せ
な
果
報

を
感
受
す
る
か
、
不
幸
せ
な
果
報
を
感
受
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
幸
せ
と
感
ず
る
か
、
不
幸
せ
と
感
ず
る
か
は
、
そ
の

人
そ
の
人
の
受
け
と
り
方
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
絶
対
の
幸
せ
、
絶
対
の
不
幸
せ
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
世
に
お
い
て
は

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
も
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
浬
藥
の
み
が
絶
対
の
楽
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
す
寺
へ
て

絶
対
の
苦
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
「
苦
・
楽
の
果
報
を
感
受
す
る
」
と
い
う
こ
と
の

も
つ
原
初
の
意
味
は
、
極
め
て
唯
心
論
的
な
立
場
に
立
っ
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
後
の
佛
教
に
な
る
と
、

６



そ
の
よ
う
な
原
初
の
意
味
が
隠
れ
て
し
ま
っ
て
、
果
報
を
具
体
的
な
形
を
も
っ
て
示
す
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
王
侯
貴
族
に
生
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
は
楽
な
る
果
報
の
一
例
と
せ
ら
れ
、
貧
家
に
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
苦
な
る
果
報
の
一
例
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
王
侯
貴

族
の
生
活
を
楽
な
る
生
活
、
幸
せ
な
人
生
と
受
け
と
ら
な
い
者
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
、
反
対
に
貧
乏
暮
ら
し
に
甘
ん
じ
て
か
え
っ
て
そ
こ、

に
幸
せ
を
感
じ
て
い
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
果
報
」
に
対
す
る
考
え
方
の
発
展
・
展
開
か
ら
し
て
、
「
果
報
を
感

、
℃
、

、
、

受
す
る
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
次
第
に
「
果
報
を
引
く
」
と
い
う
言
い
方
に
変
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
有
部
に
お
い

て
は
、
人
間
と
か
餓
鬼
と
か
言
う
よ
う
な
総
報
を
引
く
業
を
「
引
業
（
巴
鯛
の
冒
冨
‐
冨
尉
目
沙
冒
）
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
「
果
報
は
引
か
れ
る

も
の
で
あ
る
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
原
初
の
業
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
唯
心
論
的
な
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

さ
て
、
初
め
の
経
典
に
も
ど
っ
て
、
「
感
受
せ
ら
れ
た
る
」
「
以
前
の
業
」
と
い
う
言
い
方
は
、
後
の
佛
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
当

然
「
果
報
」
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
感
受
せ
ら
れ
た
る
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
以
前
の
業
」
に
つ
い
て
言
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
佛
音
も
倶
舎
論
も
、
こ
こ
に
「
以
前
の
業
」
と
い
う
の
は
「
業
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
て
、
「
業
よ
り
生
じ
た

果
報
」
の
こ
と
で
あ
る
、
と
見
た
の
で
あ
る
。
後
の
佛
教
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
経
典
の
意
味

を
、
経
典
そ
れ
自
ら
の
立
場
で
理
解
す
る
と
き
、
果
し
て
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
問
題
は
残
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ス
ッ
タ
・
’
一
バ
ー
タ
の
中
で
、
業
に
つ
い
て
述
、
へ
て
い
る
次
の
偶
を
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ス
ッ
タ
・
’
一

．
ハ
ー
タ
は
形
式
か
ら
言
っ
て
も
内
容
か
ら
言
っ
て
も
、
現
存
の
経
典
中
、
最
古
の
層
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。

生
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
は
な
い
。

生
れ
に
よ
っ
て
非
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
も
な
い
。

業
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
。

四
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〔
彼
等
は
〕
縁
起
を
見
る
者
で
あ
り
、

業
と
そ
の
果
報
（
ぐ
ぢ
罠
騨
）
と
を
熟
知
し
て
い
る
。
（
六
五
三
偶
）

こ
こ
で
「
果
報
」
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
に
、
後
世
の
佛
教
学
で
い
う

よ
う
な
「
果
報
」
と
は
、
大
変
ち
が
っ
た
内
容
の
も
の
に
な
る
。
お
そ
ら
く
農
夫
と
し
て
耕
作
し
て
い
る
者
が
農
夫
と
し
て
の
扱
い
を
受

け
、
世
間
の
人
た
ち
か
ら
農
夫
と
し
て
遇
せ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
こ
に
「
果
報
」
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
以
外
、
こ
こ
に
は
何
等
果
報
ら
し
い
も
の
が
説
か
れ
て
は
い
な
い
。
し
て
み
る
と
農
夫
が
耕
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
計
を
立

④

て
て
生
き
て
い
る
事
実
が
、
農
夫
の
業
で
も
あ
り
、
そ
の
業
の
果
報
で
も
あ
る
。
業
と
果
報
と
が
極
め
て
接
近
し
た
形
で
説
か
れ
て
お
り
、

後
世
の
佛
教
で
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
時
間
的
に
蔵
然
と
し
た
区
別
が
立
て
ら
れ
て
は
い
な
い
。
農
夫
と
し
て
生
き
て
い
る
事
実
を
、
「
業
」

と
い
う
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
業
に
相
違
な
い
が
、
そ
の
こ
と
を
ま
た
「
果
報
」
と
い
う
面
か
ら
伺
う
な
ら
ば
、
そ

れ
が
そ
の
ま
ま
業
の
果
報
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
偶
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
、
さ
き
の
経

業
に
よ
っ
て
祭
官
で
も
あ

業
に
よ
っ
て
王
で
も
あ
る

賢
者
た
ち
は
こ
の
よ
う
に

業
に
よ
っ
て
農
夫
な
の
で
あ
る
。

業
に
よ
っ
て
非
バ
ラ
モ
ン
な
の
で
あ
る
。
（
六
五
○
偶
）

業
に
よ
っ
て
職
人
・
・
…
・
商
人
．

業
に
よ
っ
て
盗
賊
で
も
あ
り
、

業
に
よ
っ
て
武
士
で
も
あ
る
。

業
に
よ
っ
て
祭
官
で
も
あ
り
、

」
の
業
を
如
実
に
知
る
。

て
王
で
も
あ
る
。
（
六
五
二
偶
）

奴
僕
な
の
で
あ
る
。
（
六
五
一
偶
）
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初
め
に
引
用
し
た
経
典
で
も
、
そ
れ
か
ら
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
の
偶
で
も
、
同
じ
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
〔
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る

が
〕
、
そ
の
次
に
「
縁
起
」
を
出
し
て
く
る
。
そ
の
「
縁
起
」
の
出
し
方
が
少
し
く
唐
突
の
観
を
与
え
る
か
に
見
え
る
が
、
し
か
し
両
者
と

も
に
「
縁
起
」
に
関
説
し
て
い
る
以
上
、
こ
の
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
す

な
わ
ち
、
こ
こ
に
縁
起
が
説
か
れ
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、
必
然
の
関
係
が
あ
っ
て
、
縁
起
に
関
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

重
要
な
意
味
、
必
然
の
関
係
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
私
は
十
二
縁
起
説
の
表
わ
す
意
味
も
、
こ
の
よ
う
な
「
業
と
果
報
」
の
理
解

の
線
に
沿
っ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
‐
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
十
二
縁
起
説
に
つ
い
て
は
い
ま
こ
こ
で
深
入
り
す
る
余

裕
を
も
た
な
い
が
、
関
連
す
る
点
だ
け
を
簡
単
に
纒
め
て
言
え
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
十
二
縁
起
説
に
お
い
て
、
無
明
↓
行
↓
識
と
い

典
に
説
か
れ
て
い
た
「
こ
の
身
は
以
前
の
業
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
と
の
間
に
は
、
深
い
関
連
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
関
連
を
考
慮
に
入
れ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
こ
の
身
一
と
い
う
と
き
の
「
身
」
は
、
「
心
を
除
外
し
た
身
体
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
「
心
を
宿
し
て
い
る
身
体
」
と
い
う

意
味
で
あ
り
、
従
っ
て
今
日
の
「
個
体
」
と
い
う
言
葉
と
同
じ
意
味
を
も
つ
。
「
こ
の
身
」
と
い
う
と
、
「
わ
た
く
し
が
人
間
と
し
て
い

ま
現
に
生
き
て
い
る
事
実
の
総
体
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
の
業
す
な
わ
ち
行
為
的
生
活
の
蓄
積
で
あ
っ
て
、
今
ま
で
私
が
人
間
と
し
て

生
き
て
き
た
こ
と
の
総
体
が
、
今
こ
こ
に
「
こ
の
身
」
と
し
て
あ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
「
こ
の
身
は
以
前
の
業
で
あ
る
」
と
言
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
も
「
こ
の
身
は
」
ｌ
換
言
す
れ
ば
「
わ
た
く
し
が
人
間
と
し
て
い
ま
現
に
生
き
て
い
る
事
実
の
総
体
」
は
、
苦
ま
た

は
楽
と
し
て
感
受
せ
ら
れ
る
と
い
う
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
感
受
せ
ら
れ
た
る
以
前
の
業
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
ス
ッ
タ
・

ニ
・
〈
－
タ
は
そ
れ
を
「
果
報
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
。
「
果
報
」
と
言
っ
て
も
、
後
世
の
佛
教
学
で
い
う
よ
う
な
果
報
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
に
業
と
果
報
と
の
間
の
関
係
を
考
え
る
の
が
「
縁
起
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
ス
ッ
タ
・
’
一
バ
ー
タ
は
い
う
。

五
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さ
て
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
て
、
疑
問
は
す
べ
て
解
決
し
た
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
は
た
し
て
釈
尊

は
、
「
業
」
と
「
果
報
」
と
の
間
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
説
か
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
一
般
に
行
わ

れ
て
い
た
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
以
上
、
釈
尊
の
こ
の
よ
う
な
説
き
方
は
、
極
め
て
特
異
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
お
そ
ら
く

釈
尊
も
、
在
家
の
信
者
に
対
し
て
在
家
道
を
お
説
き
に
な
る
と
き
は
、
当
時
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
通
俗
的
業
論
を
お
説
き
に
な
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
特
異
な
説
き
方
の
も
つ
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
初
期
佛

教
の
教
義
全
体
と
の
関
連
の
上
か
ら
見
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
申
し
上
げ
な
い
こ
と
に
し

う
と
こ
ろ
に
、
心
と
生
活
と
の
相
関
関
係
が
説
か
れ
て
い
る
。
心
に
よ
っ
て
生
活
が
あ
り
、
生
活
に
よ
っ
て
心
が
あ
る
。
無
明
を
相
と
す

る
心
が
外
に
向
っ
て
発
動
し
、
は
た
ら
き
を
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
凡
夫
と
し
て
の
行
為
的
生
活
〔
そ
れ
を
行
と
い
う
〕
が
成
り
立
ち
、
し

か
も
そ
の
よ
う
な
行
為
的
生
活
に
よ
っ
て
、
還
っ
て
ま
た
そ
の
人
の
心
が
内
容
づ
け
ら
れ
、
色
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
心
は
経
験
の
蓄
積
で

あ
る
。
「
心
は
積
集
の
義
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
心
と
行
為
的
生
活
と
が
相
互
に
影
響
し
合
い

つ
つ
発
展
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
人
間
と
し
て
の
生
存
の
実
態
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
無
明
を
根
抵
と
し
て
い
る
凡
夫
に
あ
っ
て
は
、
苦
な

る
人
生
と
し
て
感
受
せ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
十
二
縁
起
説
で
は
「
生
」
「
老
死
」
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
十
二
縁

起
説
が
言
お
う
と
す
る
中
心
思
想
は
こ
こ
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
先
き
の

経
典
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
ら
の
経
典
で
は
、
き
ま
っ
て
「
縁
起
」
に
関
説
し
て
い
る
の
で
あ

て
燗
筆
す
る
。

る
0

①
南
伝
大
蔵
経
の
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
比
丘
等
よ
、
こ
は
先
業
〔
に
よ
り
て
〕
造
ら
れ
し
も
の
、
〔
先
業
に
よ
り
て
〕
考
え
ら
れ
し
も
の
、
〔
先

業
に
よ
り
て
〕
感
受
せ
ら
れ
し
も
の
と
知
る
べ
し
。
比
丘
等
よ
、
さ
れ
ば
聖
弟
子
は
縁
起
を
聞
き
て
よ
く
思
念
す
る
な
り
…
…
」
こ
の
訳
は
後
世

の
解
釈
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
「
間
き
て
」
は
「
多
聞
」
の
誤
訳
。
ｇ
冨
乱
を
、
員
乱
と
見
誤
っ
た
為
で
あ
る
。
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と
い
う
言
い
方
に
は
疑
問
が
あ
る
。

④
同
じ
ス
ッ
タ
・
’
一
バ
ー
タ
六
三

英
訳
は
次
の
通
り
、

罠
い
の
写
○
口
］
畠
ご
①
Ｈ
Ｃ
顕
騨
Ｈ
ｇ
①
含
伊
．
⑳
ざ
罵
自
冒
函
｝
］
斤
四
ず
○
巨
芹
ウ
）
団
。
○
武
○
匡
○
閉
告
口
①
己
ゆ
ｍ
す
ご
く
も
］
四
国
鞭
）
｝
）
胃
ぐ
○
匡
威
○
国
め
》
黒
）
国
帛
①
①
匡
邑
ぬ
い
．

］
溶
旨
］
Ｑ
Ｈ
①
全
め
ゆ
望
雪
・
ロ
ぬ
い
》
胃
胃
宅
．
陰
↑

②
こ
こ
の
ぐ
①
§
昌
冒
は
ぐ
。
３
日
胃
〔
感
受
せ
ら
る
べ
き
〕
の
誤
り
で
あ
る
か
、
或
は
ぐ
①
§
琶
曾
〔
感
受
せ
ら
れ
た
る
〕
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
が
、
佛
音
の
註
釈
で
も
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
応
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。
和
訳
は
く
①
：
琶
鼠
と
見
て
の
訳
で
あ
る
。

し
か
し
「
感
受
」
は
普
通
果
報
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
言
葉
で
あ
っ
て
、
そ
の
果
報
は
業
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ぐ
①
３
昌
冒
と
す
べ
き
で
あ

③
「
業
感
縁
起
」
は
、
も
と
「
業
惑
縁
起
」
と
あ
っ
た
も
の
の
誤
記
に
よ
る
、
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
「
惑
業
縁
起
」
な
ら
と
も
か
く
、
「
業
惑
縁
起
」

が
解
る
。

し
か
し
「
感
受
」
皿

る
か
も
知
れ
な
い
。

す
な
わ
ち
人
び
と
の
中
で
、
土
地
を
耕
し
て
生
活
を
な
す
者
は
す
べ
て
こ
れ
農
夫
で
あ
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
で
は
な
い
。

バ
ー
セ
ヅ
タ
よ
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
知
れ
。
（
六
一
二
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
、
種
為
の
工
巧
を
も
っ
て
生
活
を
な
す
者
は
す
べ
て
こ
れ
職
人
で
あ
っ
て
、
バ
ラ
モ
ン
で
は
な
い
。

バ
ー
セ
ッ
タ
よ
、
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
知
れ
。
（
六
一
三
偶
）

ま
た
人
び
と
の
中
で
、
売
買
を
な
し
て
．
：
…
商
人
で
あ
っ
て
：
：
：
（
六
一
四
偶
）

：
…
他
人
に
仕
え
て
：
…
・
奴
僕
で
あ
っ
て
：
…
。
（
六
一
五
偶
）

…
…
盗
み
を
な
し
て
…
…
盗
賊
で
あ
っ
て
…
…
（
六
一
六
偶
）

：
．
…
武
術
者
と
し
て
…
…
武
士
で
あ
っ
て
…
…
（
六
一
七
偶
）

．
・
・
…
司
祭
者
と
し
て
…
：
・
祭
官
で
あ
っ
て
…
．
：
（
六
一
八
偶
）

．
…
：
村
や
国
を
領
有
す
る
者
…
…
王
で
あ
っ
て
…
…
（
六
一
九
偶
）

二
偶
以
下
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
言
う
「
業
」
が
何
を
意
味
す
る
か
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