
…
人
と
行
績

え
て
い
な
か
っ
た
先
生
の

し
て
あ
る
た
め
で
あ
る
。

平
成
九
年
一
月
十
三
日
、
本
学
名
誉
教
授
山
田
亮
賢
先
生
は
、
安
城
市
古
井
の
御
自
坊
願
力
寺
で
、
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら
れ
た
。
法

名
は
ご
自
分
で
お
付
け
に
な
っ
た
「
浄
眼
院
釈
亮
賢
」
で
あ
る
。
先
生
は
明
治
三
十
八
年
十
月
一
日
の
お
生
ま
れ
で
あ
っ
た
か
ら
、
満
九

十
一
才
を
少
し
越
え
て
の
御
逝
去
と
い
え
る
。
御
葬
儀
は
一
月
二
十
日
に
御
自
坊
で
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
前
後
以
来
あ
の
懐
か
し
い
人
柄

の
現
わ
し
て
い
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
教
え
の
な
か
で
も
、
そ
の
本
質
的
な
部
分
を
形
成
し
て
い

る
学
的
立
場
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
ら
の
事
ど
も
を
改
め
て
反
謁
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
あ
ま
り
よ
く
見

え
て
い
な
か
っ
た
先
生
の
一
面
や
、
そ
の
生
涯
を
貫
い
て
の
課
題
の
重
さ
な
ど
が
、
思
い
も
か
け
な
い
形
で
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
が
時
と

「
普
賢
の
行
」
を
還
相
廻
向
に
お
い
て
了
解
す
る
見
方
も
可
能
な
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
先
生
の
歩
み
語
ら
れ
た
言
葉
を
通
し
て
、
そ
の

今
も
な
お
生
き
て
い
る
意
味
を
尋
ね
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
を
ど
れ
だ
け
掘
り
下
げ
て
自
分
の
も
の
に
で
き
る
か
は
こ
れ
か
ら
の
課
題
な

の
で
、
先
生
の
吾
か
れ
た
も
の
の
中
で
特
に
印
象
に
残
る
文
章
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら
、
そ
の
足
迩
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
意

山
田
亮
賢
先
生

Ｉ
そ
の
人
格
と
教
え
か
ら
学
ん
だ
も
の
Ｉ

鍵
主
良
敬

頁ワ
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先
生
の
学
問
の
基
本
が
「
華
厳
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
が
、
そ
れ
は
広
く
大
乗
的
精
神
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る

視
野
に
立
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。
先
生
の
還
暦
を
記
念
し
て
教
え
子
達
が
編
集
し
出
版
し
た
『
路
傍
の
宝
蔵
」
に
、
「
大
乗
仏
教
に
導

か
れ
て
」
と
の
副
題
が
つ
い
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
先
生
が
も
の
さ
れ
て
い
た
論
考
が
、
随
想
な
ど
を
も
含
め
て
広
い
視
野
か
ら
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
金
光
明
経
』
や
『
勝
鬘
経
」
『
浬
藥
経
」
な
ど
を
手
が
か
り
に
し
た
も
の
が
多
い
の
は
そ
の
証
左
で

あ
る
。
ち
な
み
に
先
生
の
「
華
厳
学
」
は
、
「
五
教
章
』
や
「
探
玄
記
』
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
大
乗
仏
教
の
精
髄

と
し
て
評
価
の
高
い
「
華
厳
経
』
そ
の
も
の
に
直
参
す
る
方
法
を
と
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
「
華
厳
経
』
は
仏
の
説
法
で
は
な
く
、

菩
薩
が
仏
を
讃
嘆
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
特
殊
な
経
典
で
あ
る
。
仏
陀
が
自
ら
覚
悟
し
た
普
遍
の
法
を
、
教
法
と
し
て
説
き
出
さ
れ
る
、

そ
の
根
拠
を
成
し
た
自
内
証
を
、
菩
薩
道
と
し
て
表
現
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
先
生
は
そ
の
経
典
そ
の
も
の
の
命
に
触
れ
よ
う
と
し
た
。

佐
々
木
月
樵
先
生
の
「
新
し
い
華
厳
経
の
見
方
」
と
い
う
講
演
録
に
も
ら
れ
て
い
る
視
点
か
ら
示
唆
を
受
け
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

先
述
し
た
「
路
傍
の
宝
蔵
」
の
「
ま
え
が
き
」
は
、
文
殊
菩
薩
が
祇
園
精
舎
を
後
に
し
て
南
方
に
向
わ
れ
た
時
、
仏
弟
子
舎
利
弗
が
そ

の
後
を
追
い
な
が
ら
、
文
殊
の
身
光
の
輝
き
に
驚
嘆
し
て
そ
の
徳
を
絶
讃
す
る
が
、
そ
の
卓
越
し
た
表
現
の
中
に
「
そ
の
功
徳
所
行
の
道

路
は
、
そ
の
傍
ら
に
、
悉
く
衆
妙
の
宝
蔵
有
り
て
、
自
然
に
発
れ
出
ず
る
を
観
ぜ
よ
」
と
い
う
経
文
が
あ
っ
て
、
そ
の
「
言
葉
は
、
私
の

驚
き
と
な
り
永
く
胸
底
に
烙
き
つ
け
ら
れ
て
来
た
」
。
「
そ
れ
は
い
つ
し
か
〃
路
傍
の
宝
蔵
″
と
い
う
言
葉
と
な
っ
て
、
私
の
心
へ
呼
び
か

け
る
大
き
な
は
た
ら
き
と
な
っ
た
」
。
「
こ
の
地
上
に
存
在
す
る
数
多
く
の
雑
多
な
物
は
、
何
れ
も
そ
の
存
在
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
は
す
べ
て
地
上
を
荘
厳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
の
貧
し
い
心
、
執
わ
れ
の
心
は
そ
の
存
在
の
意
義
と
価
値
と
を
意
識
せ
ず
、

見
究
め
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
私
に
地
上
の
荘
厳
の
深
い
意
義
を
教
え
て
く
れ
た
文
殊
の
智
光
と
、
舎
利
弗
の
智
眼
は
人
生
を

味
で
の
大
乗
仏
教
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
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見
る
眼
に
新
た
な
灯
を
点
じ
た
も
の
と
言
え
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
文
章
は
先
生
の
「
華
厳
経
」
を
見
る
眼
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
を
非
常
に
よ
く
現
わ
し
て
い
る
と
思
う
。

い
わ
ゆ
る
「
文
殊
の
智
慧
」
と
し
て
、
庶
民
感
覚
に
お
い
て
親
し
ま
れ
る
よ
う
な
、
人
間
の
日
常
性
の
と
こ
ろ
に
ま
で
至
り
と
ど
く
。

す
る
と
、
一
見
雑
然
そ
の
も
の
と
も
い
え
る
世
俗
的
状
況
と
し
て
の
些
事
が
、
「
無
尽
の
宝
蔵
」
と
し
て
輝
き
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
こ
そ
わ
れ
わ
れ
が
「
雑
華
厳
飾
」
と
い
わ
れ
る
『
華
厳
経
』
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
く
示
唆
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
文
殊
菩
薩
の
智
慧
の
目
は
、
『
華
厳
経
」
の
序
品
に
あ
た
る
「
世
間
浄
眼
品
」
の
正
覚
の
仏
陀
の
証
智
に

連
動
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
浄
眼
」
の
語
は
大
部
な
『
華
厳
経
」
の
中
で
も
先
生
が
も
っ
と
も
好
ま
れ
た
語
で
あ
っ
た

が
、
そ
の
よ
う
な
目
は
舎
利
弗
の
智
眼
に
も
相
応
し
て
い
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
改
め
て
大
切
な
視
点
を
見
失
っ
て
お
ら
れ
な
い
こ
と

に
驚
嘆
す
る
の
で
あ
る
。
「
華
厳
経
』
の
入
法
界
品
に
お
い
て
は
、
舎
利
弗
目
連
が
批
判
的
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、

そ
の
舎
利
弗
の
智
眼
が
文
殊
の
智
慧
を
讃
嘆
し
て
路
傍
の
宝
蔵
を
見
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
大
乗
的
見
地
の
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
は

根
本
仏
教
の
否
定
で
は
な
い
。
そ
の
倭
小
化
や
抽
象
化
は
小
乗
と
し
て
批
判
し
て
も
、
か
え
っ
て
仏
教
の
原
点
を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
強
調
さ
れ
て
い
る
趣
旨
は
十
分
に
読
み
取
れ
た
。

と
こ
ろ
で
先
生
は
、
「
華
厳
経
に
お
け
る
文
殊
菩
薩
」
（
『
大
谷
学
報
』
第
四
十
七
の
三
）
に
お
い
て
も
、
文
殊
と
舎
利
弗
と
善
財
童
子
と

の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
「
有
形
の
文
殊
は
善
財
を
指
南
し
、
善
財
の
求
道
心
の
中
に
姿
を
没
し
・
：
…
、
過
去
の
舎
利
弗
は
文
殊

の
後
を
追
っ
て
文
殊
の
中
に
生
き
、
文
殊
は
善
財
を
開
覚
し
て
…
…
善
知
識
歴
訪
」
を
成
り
立
た
せ
る
。
「
求
道
者
善
財
は
地
上
の
人
と

し
て
、
．
…
：
現
在
の
文
殊
の
智
を
内
に
再
生
さ
せ
た
」
、
「
文
殊
は
善
財
の
僥
み
な
き
求
道
の
根
源
的
な
内
因
力
と
化
し
た
」
と
し
、
そ
の

文
殊
が
再
度
現
わ
れ
て
、
改
め
て
普
賢
の
行
を
示
す
の
は
「
時
空
を
超
え
た
善
財
の
内
心
に
お
い
て
の
迩
遁
の
表
現
と
見
る
こ
と
が
出
来

る
。
従
っ
て
前
文
殊
が
有
相
の
文
殊
で
あ
り
、
後
文
殊
が
無
相
の
文
殊
で
あ
る
」
と
い
う
法
蔵
の
説
明
が
首
肯
で
き
る
。
と
し
な
が
ら
、

無
相
の
文
殊
を
通
し
て
最
初
に
帰
る
と
こ
ろ
に
「
た
だ
普
賢
を
求
め
る
善
財
の
求
道
心
が
あ
る
の
み
」
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
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自
ら
の
内
な
る
汚
れ
を
自
覚
す
る
と
い
う
観
点
は
、
先
生
の
生
涯
を
貫
い
て
の
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
昭
和
十
六

年
三
月
刊
に
よ
る
「
大
谷
学
報
」
第
二
十
二
巻
第
一
号
に
載
せ
ら
れ
た
「
唯
識
教
学
に
於
け
る
末
那
識
の
特
性
」
は
、
先
生
の
最
初
の
論

文
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
難
解
な
唯
識
法
相
の
教
学
を
観
念
の
抽
象
性
の
中
に
迷
い
こ
ま
せ
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
現
実
の

も
つ
誤
っ
た
認
識
を
直
視
し
て
、
そ
の
根
源
を
探
る
も
の
と
し
て
の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
先
生
は
そ
れ
を
空
観
に
お
け
る
勝
義

諦
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
の
世
俗
諦
の
検
討
と
し
、
「
無
自
性
空
の
絶
対
平
等
を
根
底
に
見
つ
つ
相
対
差
別
の
依
っ
て
立
つ
源
を
求
め
た
」

も
の
と
規
定
し
て
、
「
現
実
の
事
実
に
直
面
し
て
脱
れ
難
き
迷
妄
の
根
源
へ
と
追
求
を
深
め
入
っ
た
と
言
へ
や
う
。
単
に
否
定
に
の
み
立

論
究
か
ら
も
大
小
を
超
え
た
智
慧
そ
の
も
の
の
提
示
し
て
い
る
問
題
点
が
窺
わ
れ
て
興
味
深
か
っ
た
。

「
華
厳
経
」
が
菩
薩
道
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
菩
提
心
の
視
座
を
失
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

の
象
徴
と
い
わ
れ
る
善
財
童
子
と
、
「
盧
舎
那
仏
品
」
に
登
場
す
る
普
荘
厳
童
子
に
つ
い
て
関
説
さ
れ
た
「
華
厳
の
二
重
子
」
か
ら
も
教

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
「
童
子
」
に
つ
い
て
「
探
玄
記
」
は
「
離
染
貞
潔
」
と
定
義
す
る
点
に
注
目
し
な
が
ら
、
善
財
童
子
が
文

殊
菩
薩
に
出
逢
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
汚
れ
に
気
づ
か
さ
れ
、
「
痛
烈
な
自
己
反
省
を
表
白
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
己
の
現
実
の

姿
を
否
定
す
る
」
と
こ
ろ
か
ら
菩
提
心
が
発
っ
て
善
知
識
歴
訪
の
旅
立
ち
が
始
ま
る
。
法
蔵
の
い
う
「
離
染
の
貞
潔
」
は
、
「
巻
野
自
在
」

と
と
も
に
先
生
の
口
か
ら
直
接
お
聞
き
し
て
、
深
く
印
象
に
残
っ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
の
深
遠
さ
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
思
い

至
ら
な
か
っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
が
、
何
百
年
も
前
の
用
語
と
は
思
え
な
い
新
鮮
な
響
き
を
伝
え
ら
れ
て
、
以
後
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
。
若
々
し
く
積
極
的
な
真
実
を
求
め
る
青
年
の
心
と
い
っ
て
も
、
ひ
た
む
き
な
向
上
心
と
自
ら
の

汚
れ
に
対
す
る
潔
癖
な
ま
で
の
自
己
批
判
力
を
拠
り
所
に
す
る
以
外
は
な
い
。
い
わ
れ
て
み
れ
ば
当
然
な
こ
と
な
が
ら
、
簡
単
に
気
づ
け

る
こ
と
で
は
な
く
、
先
生
の
言
葉
を
通
し
て
始
め
て
菩
提
心
の
成
立
基
盤
の
具
体
的
様
相
が
納
得
で
き
た
記
憶
が
あ
る
。

二
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た
ず
、
迷
妄
の
現
実
界
を
迷
妄
と
し
つ
つ
そ
の
迷
妄
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
そ
の
中
に
於
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
は
、

唯
識
教
学
の
本
来
の
立
場
を
持
し
つ
つ
、
自
ら
の
特
質
を
更
に
発
展
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
末
那
識
の
存
在
を
認
容
確
立
し
、
そ
の
内
容

を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

阿
頼
耶
識
の
執
蔵
と
し
て
の
側
面
は
、
古
来
注
目
さ
れ
て
い
る
重
要
な
性
格
で
あ
る
が
、
末
耶
識
と
の
関
連
の
う
え
で
、
能
執
の
識
と

し
て
の
末
耶
識
を
自
覚
で
き
る
も
の
と
し
て
の
阿
頼
耶
識
を
見
出
し
て
「
阿
頼
耶
識
自
体
は
本
来
、
．
ど
う
し
て
も
第
七
末
耶
識
に
恒
に
自

我
と
執
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
様
に
な
っ
て
居
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
は
、
人
間
存
在
の
自
我
性
の
深
さ
を
徹

底
的
に
掘
り
起
こ
す
こ
と
の
で
き
た
宗
教
的
内
省
の
も
つ
清
例
さ
と
で
も
い
う
べ
き
自
覚
能
力
が
読
み
と
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
阿
頼
耶
識
が
執
蔵
の
義
に
於
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
吾
等
が
現
実
に
於
い
て
阿
頼
耶
識
の
真
相
を
認
識
す
る
こ
と

な
く
、
恒
ね
に
曇
れ
る
相
に
於
い
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
上
に
阿
頼
耶
識
な
り
と
執
持
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
も
、

実
は
純
粋
の
阿
頼
耶
識
で
は
な
く
し
て
、
考
へ
ら
れ
た
阿
頼
耶
識
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
、
そ
こ
に
我
執
の
深
さ
が
反
省
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
と
し
て
、
表
面
的
に
捉
え
ら
れ
る
我
執
で
は
な
く
、
内
面
的
で
あ
っ
て
か
つ
微
細
な
そ
れ
を
断
除
す
る
こ
と
は
至
難
な
こ
と
で
あ
る
。

ど
う
し
て
み
よ
う
も
な
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
現
実
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
迷
執
の
根
深
さ
に
懐
然
た
ら

ざ
る
を
え
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
末
耶
識
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
深
い
宗
教
的
内
省
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
。
い
わ
ば
自
ら

の
内
な
る
根
強
い
執
著
の
悲
痛
な
る
自
覚
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
「
宗
教
的
に
一
切
衆
生
の
苦
悩
の
根
源
の
平
等
性
を
自
覚
す
る
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
、
そ
の
自
覚
を
成
り
立
た
せ
る

平
等
証
智
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
自
己
の
根
源
に
ま
で
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
無
明
と
煩
悩
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
は
無

明
と
煩
悩
は
「
宗
教
的
自
覚
の
門
を
開
く
契
機
た
り
得
る
」
と
結
ん
で
い
る
。
『
成
唯
識
論
」
の
提
出
し
た
課
題
を
、
深
刻
な
ま
で
の
宗

教
的
自
覚
と
い
う
観
点
に
お
い
て
掘
り
下
げ
て
い
る
眼
光
の
鋭
さ
を
教
示
さ
れ
て
、
改
た
め
て
感
慨
に
耽
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

次
い
で
昭
和
十
九
年
四
月
刊
『
大
谷
大
学
研
究
年
報
」
第
三
輯
に
載
せ
ら
れ
た
「
唯
識
教
学
に
於
け
る
染
汚
観
」
は
、
そ
の
副
題
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『
華
厳
』
の
一
心
は
、
そ
の
普
遍
的
立
場
が
唯
心
へ
、
そ
の
特
殊
化
し
た
立
場
が
唯
識
へ
と
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
な
い
だ

ら
う
か
。
実
際
、
唯
心
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
唯
識
と
い
ふ
こ
と
が
現
は
れ
て
来
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
宗
教
的
自
覚

と
し
て
当
然
の
道
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
一
度
、
絶
対
の
唯
心
に
立
て
ば
、
猶
ほ
そ
こ
に
要
求
さ
る
、
も
の
は
、
相
対
の
唯
識
で
あ
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
。
唯
心
は
あ
く
ま
で
絶
対
を
表
は
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
、
る
真
実
在
と
し
て
の
絶
対
を
徹
底
す
る
と
き
、
問
題
は
却
っ
て
相
対

に
於
て
現
は
れ
て
来
る
。
唯
心
の
中
に
あ
っ
て
、
翻
っ
て
唯
識
の
意
義
を
明
か
に
せ
ん
と
す
る
。
即
ち
唯
心
に
立
ち
つ
つ
、
そ
の
深
み
に

於
て
宗
教
的
欲
求
を
如
何
に
表
現
せ
し
む
る
か
。
そ
こ
に
唯
識
の
問
題
が
あ
る
と
思
ふ
。
故
に
唯
識
の
欲
求
、
唯
識
の
立
場
は
、
単
な
る

相
対
的
立
場
に
於
け
る
認
識
論
を
形
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
絶
対
の
実
在
を
潜
っ
て
、
更
に
そ
こ
に
於
て
明
か
に
す
る
相
対
の

世
界
へ
の
正
し
き
認
識
の
努
力
に
他
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
根
本
の
体
を
言
へ
ぱ
、
唯
心
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
唯
心
の
中
に
識
の
は
た
ら
き
を

見
る
こ
と
に
於
て
唯
識
の
面
目
と
意
義
と
が
あ
る
。
こ
の
様
に
考
へ
れ
ば
唯
識
は
相
対
即
絶
対
の
立
場
に
立
つ
と
言
へ
る
。
そ
れ
が
ま
た

「
Ｉ
特
に
支
那
唯
識
教
理
の
展
開
に
就
て
Ｉ
」
が
示
す
通
り
、
「
一
、
地
論
教
学
の
真
浄
識
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
「
二
、
摂
論
教
学
の

阿
陀
那
識
」
を
論
じ
、
「
三
、
法
相
教
学
の
末
那
識
」
に
終
る
論
述
で
あ
る
。
先
に
み
た
第
一
論
文
の
視
点
を
、
地
論
・
摂
論
学
派
の
孕

ん
で
い
た
課
題
を
通
し
て
、
法
相
唯
識
教
学
の
中
心
主
題
に
ま
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
唯
心
思
想
を
勝
義
諦
と
し
て
捉
え
、
唯
識
の
教
学
を
世
俗
諦
に
置
い
て
、
こ
の
二
つ
の
原
理
が
時
代
の
要
請
に
応
え
て
ど
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
、
そ
の
主
題
の
も
つ
「
宗
教
的
欲
求
」
の
．
点
に
注
い
で
考
え
」
よ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
、
「
唯
心
縁
起
の
立
場
は
、
〃
智
″
を
根
底
に
置
い
て
絶
対
的
一
者
の
立
場
を
明
か
に
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
深
き
意
味
の

実
在
に
根
ざ
し
た
も
の
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に
此
の
立
場
の
幽
遠
性
が
看
取
さ
れ
る
。
現
実
の
諸
法
の
相
対
的
な
も
の
を
、
絶
対

的
な
も
の
へ
返
し
て
、
あ
く
ま
で
そ
の
絶
対
に
於
て
相
対
を
生
か
さ
ん
と
す
る
、
そ
れ
故
に
相
対
の
現
実
は
一
度
は
必
ず
否
定
さ
れ
る
。

相
対
的
諸
法
の
否
定
を
究
極
に
推
し
す
謎
め
て
、
絶
対
智
に
於
て
統
一
す
る
。
そ
こ
に
唯
心
と
い
ふ
絶
対
な
る
も
の
へ
の
帰
入
が
あ
る
の

で
あ
る
。
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宗
教
的
自
覚
と
し
て
正
当
な
道
で
あ
る
と
思
ふ
・
」

こ
の
論
文
は
か
な
り
長
部
の
力
作
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
意
識
と
し
て
の
先
生
の
教
学
的
立
場
は
、
こ
の
文
章
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い

て
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
も
今
日
な
お
、
わ
れ
わ
れ
に
大
乗
仏
教
の
基
本
的
立
場
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
い
か
け
て

止
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。
唯
心
と
唯
識
の
関
係
は
同
じ
く
「
心
」
に
お
け
る
あ
り
方
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
は
勝
義
諦
、
他
方
は
世
俗
諦

と
い
う
相
反
す
る
側
面
に
お
い
て
展
開
し
、
と
も
に
宗
教
的
自
覚
を
深
め
る
も
の
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
卓
越
し
た
指

摘
で
あ
る
と
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
い
で
先
生
は
、
か
ね
が
ね
関
心
を
も
っ
て
居
ら
れ
た
聖
徳
太
子
の
思
想
に
注
目
さ
れ
て
、
「
勝
鬘
経
義
疏
の
法
身
と
三
宝
に
就
て
」

（
『
大
谷
学
報
』
二
十
八
の
一
）
、
「
摂
受
正
法
に
つ
い
て
ｌ
聖
徳
太
子
の
見
解
Ｉ
」
（
「
印
仏
研
』
三
の
一
）
な
ど
の
研
究
を
発
表
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
先
に
み
た
唯
心
の
普
遍
的
課
題
と
し
て
の
法
身
な
り
正
法
な
り
の
内
容
に
つ
い
て
、
聖
徳
太
子
の
見
解
か
ら
示
唆
を
得
た
も
の
で

あ
る
。
法
身
は
当
然
如
来
蔵
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
衆
生
と
関
わ
る
た
め
に
、
「
真
如
随
縁
の
思
想
に
つ
い
て
」
（
「
印
仏
研
』
二
の
一
）
、

「
如
来
蔵
縁
起
宗
に
つ
い
て
」
（
「
山
口
先
生
記
念
論
叢
』
）
等
の
諸
論
文
に
展
開
し
て
い
く
要
素
を
も
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
過
の
後
で
完
成
さ
れ
た
の
が
、
「
華
厳
三
性
説
の
立
場
」
（
『
大
谷
学
蓮
三
十
五
の
四
）
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
唯
識

の
課
題
を
唯
心
の
裏
づ
け
を
も
っ
て
み
て
居
ら
れ
た
先
生
が
、
賢
首
法
蔵
の
教
学
の
中
核
を
な
す
と
も
い
え
る
「
三
性
説
」
に
焦
点
を
当

て
、
そ
れ
ま
で
の
思
索
の
通
を
纒
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
生
は
従
来
一
般
的
に
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
法
相
唯
識
に
対
す
る
批

判
的
な
見
解
を
示
し
た
の
が
賢
首
法
蔵
の
教
学
だ
と
は
み
な
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
不
変
的
側
面
を
保
ち
な
が
ら
迷
の
衆
生
と
関
係

す
る
真
如
の
如
来
的
あ
り
方
を
基
点
と
し
て
、
唯
識
の
三
性
説
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
し
た
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
法
相

教
学
へ
の
批
判
と
は
み
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
相
家
は
「
真
如
凝
然
不
作
諸
法
」
と
し
て
真
如
を
固
定
的
に
し
か
据
え
て
い

な
い
と
い
謡
う
通
説
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
に
読
み
取
れ
る
表
現
は
確
か
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
非
難
し
て
い
る
言
葉
で
は
な
く
、
阿
頼
耶
識

の
一
面
を
正
当
に
認
め
て
表
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
日
常
的
凡
情
に
執
わ
れ
て
誤
解
す
る
方
が
お
か
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
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法
蔵
の
三
性
の
理
解
は
「
唯
識
三
性
説
を
変
形
せ
し
め
て
、
自
己
の
教
理
に
再
生
せ
し
め
た
と
言
う
こ
と
で
も
な
い
。
唯
識
教
学
に
負
い

つ
つ
、
そ
の
教
学
を
再
建
し
直
す
の
で
は
な
く
、
所
謂
大
乗
縁
起
思
想
を
彼
の
立
場
か
ら
統
合
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
。
…
：
寧
ろ
唯
識
三

性
説
を
諸
法
を
認
識
す
る
教
義
的
拠
り
処
と
し
て
、
竜
樹
以
来
の
空
有
両
系
の
縁
起
思
想
の
統
一
を
企
て
た
」
の
だ
と
し
て
、
「
摂
大
乘

論
」
の
二
分
依
他
の
思
想
を
原
点
と
し
て
諸
法
を
真
と
妄
の
関
係
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
と
の
結
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
。

華
厳
は
唯
識
よ
り
上
位
に
位
置
さ
れ
る
。
大
乗
の
始
教
は
初
歩
的
段
階
の
意
味
で
、
そ
の
終
教
に
対
す
れ
ば
権
教
で
し
か
な
い
と
い
う

見
方
は
、
い
つ
の
間
に
か
私
自
身
も
陥
っ
て
い
た
『
五
教
章
」
の
読
み
方
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
先
生
は
そ
れ
を
浅
薄
な
受
け
取
め
方
で
あ

る
と
し
て
、
も
っ
と
深
く
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
最
初
期
の
論
文
に
み
ら
れ
た
唯
識
法

相
の
教
学
に
対
す
る
深
い
造
詣
と
優
れ
た
見
識
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大
乗
で
は
あ
り
な
が
ら
も
阿
毘
達
磨
で
あ
る
た
め
に
、
非

常
に
煩
頂
で
抽
象
化
さ
れ
や
す
い
法
相
学
に
対
し
て
、
そ
の
弊
に
陥
る
こ
と
な
く
真
に
大
乗
的
側
面
を
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
だ
か

ら
こ
そ
、
以
上
の
よ
う
な
見
解
に
達
せ
ら
れ
た
と
思
わ
れ
て
、
今
更
な
が
ら
に
畏
敬
の
念
を
禁
じ
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
先
生
の
真
如
随
縁
に
つ
い
て
の
領
解
は
、
真
実
そ
の
も
の
と
し
て
の
真
如
が
真
実
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
衆
生
の
虚
偽

的
あ
り
方
に
応
同
し
て
、
衆
生
を
そ
の
本
来
の
あ
り
方
に
返
流
せ
し
め
る
そ
の
は
た
ら
き
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
真
如
を
実
体
視
す
る
見

方
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
た
。
た
だ
虚
妄
と
同
時
的
に
成
立
す
る
原
則
に
立
ち
な
が
ら
も
、
前
後
を
つ
け
る
な
ら
真
如
が
前
に
な
る
と

い
う
法
蔵
の
著
名
な
見
解
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
真
如
が
不
来
不
去
で
あ
り
つ
つ
、
虚
偏
の
中
に
「
来
」
す
る

如
来
の
大
悲
的
応
同
性
の
強
調
で
あ
っ
て
、
大
智
に
よ
る
か
ら
こ
そ
大
悲
と
な
る
と
い
う
大
乗
仏
教
の
基
本
的
視
点
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
律
動
的
な
関
係
に
お
い
て
そ
れ
自
身
の
独
尊
的
自
律
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
、
流
転
の
現
実
の
た
だ
中
に
自
ら
を
投
ず
る
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
の
真
如
の
は
た
ら
き
を
、
あ
え
て
随
縁
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

大
乗
の
至
極
は
、
単
に
エ
リ
ー
ト
の
知
的
欲
求
に
答
え
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
大
衆
の
「
命
」
の
希
念
と
も
い
う
べ
き
菩
提
心
に

応
同
す
る
の
で
あ
る
。
大
衆
は
路
傍
の
雑
草
的
生
を
免
れ
な
い
。
そ
の
た
め
に
品
性
は
劣
る
面
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
大
地
性
の
も
つ
命
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す
な
わ
ち
「
入
法
界
品
」
に
お
い
て
、
発
菩
提
心
し
て
善
知
識
を
訪
ね
る
善
財
童
子
の
基
本
的
立
場
は
、
限
り
な
い
歴
訪
に
お
い
て
菩

薩
行
を
問
う
と
こ
ろ
に
そ
の
進
展
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
善
知
識
に
親
近
し
、
恭
敬
し
、
供
養
す
る
こ
と
を
忘
れ
、
怠
た
る
時
、
菩
薩
行

は
直
ち
に
退
転
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
強
い
志
願
に
燃
え
て
発
菩
提
心
す
る
も
、
そ
の
発
心
自
体
が
、
善
知
識
に
親
近
供
養
す

る
こ
と
を
離
れ
て
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
」
と
い
わ
れ
、
発
心
を
無
限
に
開
発
す
る
も
の
が
善
知
識
で
あ
っ
て
、
文
殊
菩
薩
の
指
南

に
よ
っ
て
具
体
化
し
た
「
普
賢
行
を
求
め
」
る
こ
と
は
「
善
知
識
を
訪
ね
る
こ
と
以
外
に
は
無
い
の
で
あ
る
」
と
断
言
さ
れ
る
。
い
わ
ば

聖
徳
太
子
の
示
唆
に
も
依
り
な
が
ら
、
真
如
の
不
変
と
随
縁
の
関
係
解
明
に
お
い
て
一
つ
の
節
目
を
迎
え
た
先
生
の
関
心
は
、
そ
の
後

唯
心
の
具
体
相
と
も
い
え
る
衆
生
の
心
の
問
題
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
菩
提
心
の
課
題
は
絶
え
ず
先
生
の
問
題
意
識
の
根
底
に
流

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
よ
う
や
く
そ
れ
が
顕
在
化
し
て
き
た
と
も
い
え
よ
う
が
、
直
接
的
に
は
菩
提
心
を
呼
び
起
こ

す
善
知
識
の
問
題
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
晩
年
に
至
る
ま
で
の
華
厳
研
究
が
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結

節
点
と
な
る
の
が
「
華
厳
法
蔵
の
善
知
識
観
」
今
大
谷
学
報
』
四
十
一
の
三
）
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
先
生
は
「
華
厳
経
』
の
至
る
と
こ
ろ

に
善
知
識
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
「
寂
滅
道
場
」
に
来
集
す
る
普
賢
菩
薩
等
の
諸
菩
薩
は
、
「
皆
是
盧
舎
那
佛
、
宿
世
善

友
」
と
あ
る
経
文
に
注
意
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
大
菩
薩
衆
が
「
今
こ
こ
に
来
集
し
た
こ
と
が
、
こ
の
世
の
単
な
る
偶
然
の
事
実
に
止
る
の

で
な
く
、
寧
ろ
万
劫
に
も
遇
い
難
い
こ
の
会
座
に
、
期
せ
ず
し
て
来
集
し
得
た
こ
と
は
、
既
に
過
去
宿
世
の
深
い
因
縁
が
積
集
さ
れ
て
あ

っ
た
れ
ぱ
こ
そ
で
あ
る
」
と
い
う
は
な
は
だ
感
慨
に
充
ち
た
表
現
を
も
っ
て
、
人
間
釈
迦
を
超
え
た
永
遠
な
る
常
住
法
身
仏
と
の
出
会
い

の
普
遍
的
欲
求
は
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
欲
求
に
応
同
し
て
、
雑
華
の
願
い
に
相
応
し
う
る
「
衆
生
と
と
も
に
」
あ
ろ
う
と
す

る
随
縁
的
な
菩
薩
の
大
悲
心
が
、
「
教
化
衆
生
」
を
成
り
立
た
せ
る
菩
薩
行
の
中
核
と
な
る
、
と
先
生
は
い
う
の
で
あ
る
。

の
深
い
背
景
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。

三
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求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
が
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
の
大
転
換
で
あ
り
、
そ
れ
を
教
え
る
の
が
善
知
識
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
に
し
て
近
づ
き
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
善
知
識
と
の
関
係
に
お
い
て
、
「
自
己
肯
定
が
い
つ
し
か
執
の
失

を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
内
面
的
に
は
こ
の
こ
と
が
最
も
警
戒
を
要
す
る
こ
と
」
な
の
で
、
「
求
道
に
於
い
て
屡
々
こ
の
過
失
を
犯
し
、
無

意
識
的
に
内
省
を
怠
る
こ
と
」
の
あ
る
点
は
看
過
で
き
な
い
と
し
て
、
「
探
玄
記
」
の
示
唆
に
よ
り
な
が
ら
「
求
道
、
聞
法
は
僑
慢
と
執

見
と
が
、
必
ず
内
心
に
起
る
も
の
で
あ
る
。
法
を
少
し
く
知
る
こ
と
は
、
無
意
識
的
に
そ
の
法
を
執
じ
易
く
、
そ
れ
を
ふ
り
か
ざ
す
傾
向

を
生
ず
る
。
．
．
：
・
・
自
ら
意
識
せ
ず
し
て
執
見
に
陥
い
る
。
執
見
は
他
に
対
し
て
、
高
慢
心
を
起
さ
し
む
。
知
る
こ
と
が
無
意
識
的
に
自
己

を
害
し
、
同
時
に
他
を
も
害
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
僑
慢
と
執
見
と
は
、
菩
薩
道
の
停
滞
と
退
転
を
意
味
す
る
」
と
い
わ
れ
る
。

こ
の
「
執
著
の
失
」
が
、
「
雛
世
間
品
」
に
述
べ
ら
れ
る
十
種
魔
の
中
の
一
つ
の
善
知
識
魔
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
、
「
こ
れ
は
善
知

識
そ
の
人
と
い
う
よ
り
も
、
求
道
者
が
善
知
識
の
人
に
執
わ
れ
を
持
つ
と
こ
ろ
に
、
〃
魔
″
と
い
わ
れ
る
理
由
が
存
す
る
。
求
道
者
が
善

知
識
を
真
に
善
知
識
た
ら
し
め
な
く
な
る
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
。
…
…
法
蔵
の
説
を
一
歩
進
め
て
見
れ
ば
、
自
己
の
求
道
の
退
転
と
共

に
、
仏
教
々
団
の
和
合
を
も
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
述
べ
、
仏
教
を
学
ぶ
者
自
身
に
お
け
る
恐
る
べ
き
陥
奔
と
共
に
、
そ
の
僧
伽
な
る

も
の
の
危
機
的
状
況
を
指
摘
し
て
、
本
来
悪
知
識
に
対
す
る
も
の
と
し
て
の
善
き
も
の
が
、
あ
く
ま
で
も
よ
き
意
味
を
持
ち
な
が
ら
も
、

そ
れ
が
「
魔
一
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
「
深
い
省
察
」
が
行
わ
れ
、
「
こ
こ
に
細
心
な
顧
盧
が
佛
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
得
な
い
」
と

以
上
の
よ
う
な
観
点
に
お
い
て
善
知
識
を
確
認
し
た
先
生
は
、
そ
れ
以
後
「
華
厳
経
』
に
お
け
る
善
知
識
を
尋
ね
て
、
前
述
し
た
「
華

厳
経
に
お
け
る
文
殊
菩
薩
」
や
「
華
厳
経
に
お
け
る
弥
勒
に
つ
い
て
」
（
真
宗
同
学
会
発
表
要
旨
）
「
親
鶯
聖
人
に
お
け
る
弥
勒
と
普
賢
」

（
「
真
宗
研
究
』
十
三
）
等
の
論
考
を
発
表
さ
れ
る
。
主
に
「
入
法
界
品
」
に
素
材
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
善
知
識
の
探
訪

の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
四
十
一
番
目
の
善
知
識
と
し
て
知
ら
れ
る
仏
妃
窪
波
と
宗
祖
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
「
「
教
行
信
証
」
後
序
と
『
伝
絵
」
六
角
夢
想
段
と
に
関
連
し
て
」
と
の
副
題
を
付
し
て
「
崔
波
善
知
識
と
親
鶯
聖
人
」
と
の

そ
れ
が
「
魔
」

結
ん
で
い
る
０

が戸
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標
題
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
た
こ
の
論
文
か
ら
は
、
ま
だ
華
厳
と
親
鶯
聖
人
と
の
関
係
な
ど
に
は
さ
し
て
興
味
も
な
く
当
然
よ
く
解
っ
て
も

い
な
か
っ
た
頃
で
あ
っ
た
が
、
い
た
く
感
銘
を
受
け
た
覚
え
が
あ
る
。

先
行
す
る
佐
々
木
月
樵
先
生
の
「
香
牙
園
の
夢
と
六
角
夢
想
段
」
に
依
り
な
が
ら
、
宗
祖
の
「
夢
告
」
の
背
景
と
考
え
ら
れ
る
釈
女
濯

波
の
物
語
を
論
ず
る
に
つ
い
て
先
生
は
、
「
教
行
信
証
」
の
最
終
結
文
に
付
さ
れ
た
『
華
厳
経
」
の
著
名
な
偶
文
が
、
こ
の
善
知
識
の
説

く
最
後
の
偶
頌
の
最
初
の
一
喝
で
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
て
、
親
鶯
と
の
緊
密
な
関
係
へ
の
考
察
を
す
す
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
往

生
要
集
」
の
結
文
を
承
け
た
も
の
と
す
る
古
来
か
ら
の
解
釈
に
対
し
て
、
そ
れ
で
は
十
分
と
は
い
え
な
い
格
別
の
理
由
が
あ
っ
た
は
ず
だ

と
の
視
点
を
も
っ
て
、
「
衆
生
の
善
・
不
善
業
を
知
り
、
生
死
海
中
に
あ
っ
て
染
せ
ら
れ
な
い
仏
妃
崔
波
の
立
場
」
に
お
け
る
大
悲
心
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
観
音
の
化
身
と
し
て
の
聖
徳
太
子
に
対
す
る
思
慕
が
、
救
世
観
音
の
夢
告
に
よ
っ
て
衆
生
の
願
い
に
応
え
る

道
を
開
き
、
妻
帯
へ
の
決
断
を
な
し
た
親
鶯
は
、
善
の
み
な
ら
ず
不
善
の
行
ま
で
も
摂
す
る
菩
薩
と
し
て
、
釈
女
窪
波
の
前
世
物
語
を
読

み
と
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
女
性
善
知
識
が
数
多
く
登
場
す
る
と
い
う
だ
け
で
も
稀
有
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
宗
祖
と
恵
信
尼
公
と
の

出
会
い
の
も
つ
画
期
的
な
大
乗
的
意
味
を
、
「
入
法
界
品
」
の
な
か
か
ら
汲
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
宗
祖
七
百
回
忌
の

記
念
論
集
の
た
め
に
書
か
れ
た
こ
の
論
文
は
、
後
に
昭
和
五
十
二
年
度
安
居
本
講
の
講
本
「
教
行
信
証
講
讃
Ｉ
宗
祖
御
引
用
の
『
華
厳
経
』

文
を
中
心
と
し
て
Ｉ
」
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
先
生
は
折
に
ふ
れ
て
「
浩
々
洞
」
の
洞
人
達
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。
が
、
叔
父
で
あ
っ
た
佐
々
木
月
樵
先
生
と
、
そ
の
義
弟
に

当
る
暁
烏
敏
先
生
の
話
は
印
象
深
か
っ
た
。
暁
烏
先
生
に
つ
い
て
は
最
近
出
版
さ
れ
た
小
説
『
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
」
（
石
和
麿

著
）
の
な
か
に
、
幾
度
か
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
て
面
白
さ
も
倍
加
し
た
が
、
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
を
残
さ

れ
た
第
三
代
学
長
の
佐
々
木
先
生
に
つ
い
て
は
、
そ
の
大
学
葬
に
予
科
の
学
生
と
し
て
列
席
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
格
別
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
思
い
出
を
も
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
に
先
生
の
書
か
れ
た
も
の
や
話
さ
れ
た
も
の
を
纒
め
て
、
御
逝
去
の
五
年
前
に
出
版
さ
れ
た

最
晩
年
の
遺
作
が
『
佐
々
木
月
樵
先
生
」
で
あ
る
。
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月
樵
先
生
の
人
間
的
な
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
は
、
西
田
幾
多
郎
や
鈴
木
大
拙
と
の
交
わ
り
な
ど
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
が
、

大
乗
仏
教
を
生
き
た
仏
教
と
し
て
み
る
と
い
う
観
点
や
、
直
接
的
に
経
典
や
論
書
に
触
れ
て
、
末
釈
に
執
わ
れ
な
い
新
し
い
見
方
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
法
論
は
、
先
生
も
よ
く
口
に
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
何
と
い
っ
て
も
『
親
鴬
聖
人
伝
』
を
獄

中
で
読
ん
で
、
月
樵
先
生
に
傾
倒
し
財
政
的
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
人
が
現
わ
れ
た
と
い
う
逸
話
に
は
、
耳
を
そ
ば
立
て
さ
せ
ら
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
浄
土
真
宗
に
対
す
る
宗
教
的
な
確
信
が
振
り
、
人
を
感
動
さ
せ
る
何
も
の
か
が
は
た
ら
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
大
乗
仏
教
及
び
世
界
に
公
開
さ
れ
た
人
類
の
宝
と
し
て
の
大
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
志
願
に
は
、
瞠
目

す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
点
は
「
大
学
樹
立
の
精
神
」
を
文
字
づ
ら
だ
け
か
ら
読
ん
で
も
お
お
よ
そ
は
感
じ
取
れ
た
が
、

そ
の
裏
づ
け
に
ど
れ
ほ
ど
豊
か
な
造
詣
や
人
間
的
な
魅
力
に
よ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
が
窺
わ
れ
て
、
尽
き
せ
ぬ
興
味
を
か
き
立
て
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。

先
生
の
人
柄
に
つ
い
て
は
、
品
格
の
よ
さ
人
間
味
溢
れ
る
暖
か
さ
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
そ
の
特
質
を

な
し
た
も
の
と
な
れ
ば
、
教
育
者
と
し
て
心
底
か
ら
学
生
を
愛
さ
れ
た
方
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
親
身
に
な
る
と
い
う
言
葉
が
も
し
人
間

と
し
て
の
姿
を
と
れ
ば
、
お
そ
ら
く
先
生
に
な
る
と
い
っ
て
も
い
い
よ
う
な
、
思
い
や
り
の
深
さ
に
触
れ
た
想
い
出
を
語
る
人
は
、
ゼ
ミ

で
直
接
お
世
話
に
な
っ
た
者
だ
け
で
は
な
い
・

そ
の
よ
う
な
学
生
へ
の
恩
情
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
い
く
つ
も
あ
る
が
、
一
つ
だ
け
記
せ
ば
先
生
の
ゼ
ミ
生
の
中
に
、
生
半
で
は
手
に

負
え
な
い
豪
傑
が
い
た
。
そ
の
学
生
の
こ
と
を
先
生
が
、
我
が
子
の
よ
う
に
心
配
さ
れ
て
い
る
様
子
は
、
傍
か
ら
み
て
い
て
も
気
の
毒
と

い
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
が
五
、
六
年
か
か
っ
て
や
っ
と
卒
業
に
漕
ぎ
着
け
た
時
、
彼
の
卒
論
は
先
生
が
御
自
分
で
書
か
れ
て

何
と
か
卒
業
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
噂
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
根
も
葉
も
な
い
無
責
任
な
風
聞
に

聖
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違
い
な
く
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
な
さ
れ
る
先
生
で
な
い
こ
と
は
仲
間
う
ち
で
も
承
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
あ
ま
り
の
破
天
荒
ぶ

り
に
唖
然
と
す
る
こ
と
の
あ
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
な
か
の
何
人
か
は
、
そ
の
妄
想
に
取
り
つ
か
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
し
、
ヒ
ョ
ッ
と
す
る
と

そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
憶
測
が
、
私
の
心
の
片
隅
を
か
す
め
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
後
学
に
対
す
る
先
生
の
思
い
の
深
さ
は
、
私
個
人
に
対
し
て
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
す
べ
も
な

い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
先
生
の
私
に
対
す
る
恩
情
を
側
聞
し
て
悟
然
と
し
た
記
憶
が
い
く
つ
か
あ
る
。
自
ら
の
全
身
を
投
げ
う
っ
て
学
生

を
支
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
普
通
で
は
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
平
然
と
し
て
心
よ
く
実
行
な
さ
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
か
え
っ
て
誤
解
を
ま
ね
く
こ
と
も
あ
り
え
た
の
で
は
な
い
か
と
の
思
い
を
強
く
す
る
。

た
と
え
ば
先
生
の
奥
様
は
暁
烏
先
生
の
最
初
の
奥
様
と
同
じ
名
で
房
子
と
い
わ
れ
た
が
、
な
か
な
か
の
才
媛
で
あ
ら
れ
た
。
し
か
し
才

女
の
故
に
歯
に
衣
を
着
せ
ず
に
も
の
を
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
ハ
ッ
ト
す
る
言
葉
に
出
会
う
こ
と
も
時
に
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で

も
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
の
一
つ
に
、
御
子
息
が
あ
る
時
「
お
父
さ
ん
は
貴
男
ば
か
り
を
可
愛
が
っ
て
、
息
子
の
こ
と
を
少
し
も
面
倒
を
み

て
く
れ
な
い
」
と
い
っ
て
い
ま
す
よ
、
と
い
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
如
来
の
衆
生
を
愛
す
る
こ
と
「
一
子
羅
喉
羅
の
如
し
」
と
い
う
経
文

が
あ
る
が
、
一
子
以
上
に
お
心
を
賜
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
想
い
出
は
、
生
涯
忘
れ
ら
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
思
い
は
私
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
先
生
の
御
退
職
後
も
二
十
五
年
以
上
の
長
き
に
渡
っ
て
、
先
生
を
囲
む
「
浄
眼

洞
」
の
会
を
継
続
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
人
間
性
と
い
う
だ
け
で
は
い
い
尽
く
せ
な
い
何
も
の
か
が
そ
こ
に
確
か
に
は
た
ら

い
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
を
引
き
付
け
て
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
先
生
の
目
指
さ
れ
た
「
普
賢
之
行
」
の
持
つ
無
限

に
深
い
意
味
は
、
先
生
の
生
き
様
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。
計
ら
ず
も
そ
の
流
れ
に
預
る
こ
と
の
で
き
た

不
可
思
議
の
縁
に
思
い
至
る
と
き
、
ま
さ
に
先
生
の
い
わ
れ
る
「
宿
世
の
縁
」
を
億
念
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
「
ほ
れ
を
く
だ

き
て
も
謝
す
べ
し
」
と
い
わ
れ
る
「
師
主
知
識
の
恩
徳
」
を
ど
の
よ
う
な
形
で
自
ら
の
こ
れ
か
ら
の
歩
み
の
う
え
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
か
。
「
ど
こ
ま
で
も
学
び
続
け
よ
」
と
い
わ
れ
た
先
生
の
言
葉
の
意
味
を
、
改
め
て
思
い
直
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
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最
後
に
、
先
生
の
略
歴
及
び
在
職
中
に
果
た
さ
れ
た
役
職
、
ま
た
は
定
年
後
も
関
係
さ
れ
た
大
学
並
び
に
東
本
願
寺
で
の
職
務
、
地
元

の
女
子
短
大
の
理
事
長
な
ど
記
す
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、
生
前
か
ら
世
俗
に
お
け
る
ご
自
身
の
経
歴
な
ど
に
は
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
れ
な

か
っ
た
よ
う
に
拝
察
し
て
い
た
の
で
、
す
べ
て
省
略
す
る
こ
と
に
し
た
。
御
無
礼
に
価
い
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
意
の
あ
る
と
こ
ろ

は
汲
み
取
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
た
だ
、
大
正
七
年
よ
り
昭
和
二
十
二
年
ま
で
、
本
学
の
哲
学
担
当
の
教
授

と
し
て
在
職
さ
れ
た
鈴
木
弘
先
生
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
は
よ
く
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
よ
ほ
ど
強
い
影
響
を
受
け
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
面
を
も
含
め
て
、
昭
和
五
十
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
鈴
木
弘
先
生
の
「
如
実
な
る
も
の
」
の
「
序
」
に
は
、
先
生
の

御
気
持
ち
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
筆
を
燗
く
こ
と
に
す
る
。
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