
題
目
の
初
め
に
あ
る
「
『
成
唯
識
論
』
の
文
献
上
の
性
格
」
と
い
う
意
味
は
、
『
成
唯
識
論
』
な
る
論
害
が
、
他
の
唯
識
論
典
の
漢
訳
の

成
立
に
対
比
し
て
か
な
り
事
情
が
変
則
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
漢
訳
上
の
成
立
に
関
す
る
特
殊
性
を
、
「
性
格
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
思
想
の
特
徴
」
と
い
い
ま
す
の
は
、
大
乗
の
思
想
上
に
お
け
る
、
『
成
唯
識
論
』
の
も
つ
護
法
教
学
の
、
根
本
的
な
思
想
の

特
色
を
、
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
っ
た
意
味
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
『
成
唯
識
論
』
の
思
考
的
特
徴
と
い
わ
れ
る
も
の
を
、
列
挙
す
れ
ば

限
り
な
く
ご
ざ
い
ま
す
が
、
問
題
は
そ
の
根
本
に
流
れ
て
お
り
ま
す
「
真
如
無
為
」
に
対
す
る
志
向
、
か
か
る
解
釈
の
あ
り
方
の
特
徴
に
、

本
日
は
限
定
し
て
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
会
場
で
の
「
参
考
文
例
」
と
し
て
、
『
成
唯
識
論
』
に
お
け
る
巻
二
の
一
部
分
を
「
新
導
本
」
よ
り
抜
粋
し
、
プ
リ
ン
ト

し
て
お
配
り
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
こ
れ
は
「
思
想
の
特
徴
」
と
い
う
結
論
的
な
と
こ
ろ
で
、
ご
参
考
ま
で
に
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
有
難

い
と
思
い
ま
、
す
。 『

成
唯
識
論
』
の
文
献
上
の
性
格
と
思
想
の
特
徴

は
じ
め
に

渡

辺

隆

生

庁1

イ』



『
成
唯
識
論
』
と
い
う
漢
訳
文
献
は
、
他
の
漢
訳
論
書
の
よ
う
な
文
献
と
は
違
い
ま
し
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
を

直
接
に
翻
訳
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
で
玄
檗
訳
の
中
で
も
、
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
特
殊
的
翻
訳
に
成
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

大
正
蔵
経
な
ど
の
『
成
唯
識
論
」
題
署
の
撰
号
を
み
る
と
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
「
護
法
等
菩
薩
造
」
と
あ
っ
て
「
等
」
が
付
い
て
お
り
、

さ
ら
に
こ
れ
を
「
三
蔵
法
師
玄
奨
が
詔
を
奉
っ
て
漢
訳
し
た
も
の
」
と
い
う
ふ
う
に
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
関
す
る
内
容

を
、
以
下
に
申
し
上
げ
た
く
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
玄
英
三
蔵
の
事
蹟
に
関
し
て
は
、
色
々
な
学
術
書
に
も
書
か
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
が
、
た
だ
、
学
者
に
よ
っ
て
ち
ょ
っ
と
一
・
二
年
の
出
生
時
の
前
後
が
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
ど
も
は
大
要
、
仁
寿
二
年
（
六

○
二
）
に
生
ま
れ
、
そ
し
て
貞
観
三
年
（
六
二
九
）
二
八
才
の
時
に
長
安
を
出
発
し
て
イ
ン
ド
へ
赴
か
れ
、
貞
観
一
九
年
（
六
四
五
）
に
帰
朝
し

て
、
や
が
て
麟
徳
元
年
（
六
六
四
）
に
、
六
三
才
で
示
寂
し
た
も
の
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
玄
美
の
事
蹟
に
つ
き
ま
し
て
は
、
『
大
慈
恩

寺
三
蔵
法
師
伝
』
、
お
よ
び
「
大
唐
西
域
記
』
等
が
第
一
の
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
続
く
も
の
と
し
て
は
、
道
宣
の

「
続
高
僧
伝
』
と
か
、
智
昇
の
『
開
元
釈
教
録
』
等
の
記
事
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
、
玄
美
が
イ
ン
ド
へ
ま
い
り
ま
し
て
か
ら
後
の
、
『
成
唯
識
論
』
に
関
す
る
原
本
授
受
の
経
過
に
つ
い
て
考
察
せ
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
ま
え
に
渡
印
以
前
の
玄
英
に
つ
い
て
、
当
時
の
様
子
を
伝
え
る
と
こ
ろ
に
依
り
ま
す
と
、
出
家
後
長
安
で
諸
種
の
教

学
を
衆
師
に
就
い
て
研
讃
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
と
く
に
真
諦
訳
の
『
十
七
地
論
』
（
『
承
伽
論
』
の
一
小
部
分
）
を
学
ん
で
い
る
う
ち
に
、

無
着
の
本
当
の
学
説
と
い
う
も
の
を
知
り
た
い
と
の
意
向
を
も
ち
、
具
体
的
に
は
『
琉
伽
師
地
論
』
の
完
本
を
求
め
て
、
イ
ン
ド
へ
留
学

し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
頷
け
る
よ
う
に
、
玄
奨
は
あ
の
よ
う
な
大
部
な
百
巻
の
『
瑞
伽
論
』
を
漢
訳
し

た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

ワワ
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そ
こ
で
い
ま
、
「
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
等
に
伝
え
る
「
成
唯
識
論
』
原
典
の
授
受
の
経
過
や
、
『
掌
中
枢
要
』
に
も
と
づ
く
本
論
訳
出

の
経
緯
を
総
合
し
な
が
ら
、
そ
の
要
点
を
掻
い
つ
ま
ん
で
申
し
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
、
玄
美
が
マ
ガ
ダ
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
寺
に
お
よ
そ
五
年

間
滞
在
し
ま
し
て
、
戒
賢
（
曾
騨
９
秒
島
鱒
）
と
い
う
、
一
○
六
歳
を
越
え
る
高
齢
な
論
師
（
約
一
二
○
歳
近
く
ま
で
生
き
た
方
と
伝
え
ら
れ

ま
す
が
）
に
師
事
し
、
そ
こ
で
学
ん
だ
主
な
内
容
は
、
か
つ
て
ナ
ー
ラ
ン
ダ
寺
の
学
頭
で
あ
り
ま
し
た
護
法
（
冒
自
冒
曾
冒
厨
）
の
唯
識
学

説
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
護
法
の
生
存
は
、
諸
種
の
記
録
よ
り
大
体
五
三
○
年
か
ら
五
六
一
年
と
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
戒
賢
と
は

対
照
的
に
、
数
え
年
三
二
歳
と
い
う
非
常
な
若
さ
で
示
寂
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
六
世
紀
中
葉
の
方
で
す
か
ら
、
玄
英
三
蔵
が
行
き

ま
し
た
時
に
は
、
と
う
ぜ
ん
護
法
論
師
は
す
で
に
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
玄
美
は
、
戒
賢
（
シ
ー
ラ
や
ハ
ド
ラ
）
を
通
し
て
、
護
法
の
唯

識
教
学
を
習
い
、
そ
れ
の
研
究
に
つ
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

や
が
て
、
護
法
唯
識
の
研
鑛
を
終
え
て
、
玄
英
が
帰
国
の
途
に
つ
こ
う
と
し
た
と
き
に
、
戒
賢
の
推
挽
に
よ
っ
て
、
玄
鑑
居
士
と
い
う

す
と
こ
ろ
で
、
『
成
唯
識
論
』
の
原
本
授
受
の
経
過
に
つ
き
ま
し
て
は
、
直
接
の
確
か
な
資
料
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
さ
き
ほ
ど
の
『
大

慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
や
『
大
唐
西
域
記
』
、
そ
の
他
に
伝
え
る
部
分
的
資
料
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
窺
わ
れ
、
さ
ら
に
本
論
の
漢
訳
す
な
わ
ち

訳
出
の
経
緯
に
つ
い
て
述
尋
へ
て
い
る
、
玄
葵
三
蔵
の
直
弟
・
慈
恩
大
師
「
基
」
（
大
正
蔵
経
等
で
は
「
窺
基
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
唯

識
学
研
究
者
の
多
く
は
「
基
」
が
正
当
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
）
の
、
「
成
唯
識
論
掌
中
枢
要
』
（
上
下
・
本
末
四
巻
）
の
な
か
に
比
較

的
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
撰
疏
は
、
『
成
唯
識
論
』
を
漢
訳
し
た
際
の
、
慈
恩
自
身
の
一
種
の
ノ
ー
ト
の
よ
う
な
要
記
的
著
疏

で
あ
り
ま
す
。
（
慈
恩
に
は
、
別
に
『
成
唯
識
論
』
の
論
文
を
、
一
々
文
に
従
っ
て
註
釈
し
た
、
い
わ
ゆ
る
随
文
解
釈
に
成
る
『
成
唯
識

論
述
記
』
（
本
・
末
二
○
巻
）
の
大
疏
の
あ
る
こ
と
は
、
申
す
に
お
よ
び
ま
せ
ん
。
）
こ
の
『
枢
要
』
は
、
『
成
唯
識
論
』
中
の
難
解
な
秘

要
の
部
分
を
、
玄
葵
三
蔵
の
指
南
な
ど
を
参
考
に
、
私
的
に
ノ
ー
ト
し
て
註
説
し
た
も
の
の
意
味
で
、
『
掌
中
枢
要
』
と
題
し
た
よ
う
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
の
「
巻
上
本
」
の
部
分
に
、
玄
英
が
慈
恩
と
と
も
に
、
『
成
唯
識
論
』
を
合
凝
訳
す
る
に
至
っ
た
経
過
を
述
べ
て
い
ま

局 の
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方
に
会
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
人
は
護
法
の
檀
越
（
§
ご
眉
：
Ｉ
施
主
）
で
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、
今
日
の
言
い
方
か
ら
す
れ

ば
、
護
法
論
師
の
ス
ポ
ン
サ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
玄
英
が
こ
の
玄
鑑
居
士
に
面
接
し
て
、
世
親
の
『
唯
識
三
十
頌
』念

ユ

に
対
す
る
十
大
論
師
各
々
十
巻
づ
っ
の
釈
、
そ
の
合
計
百
巻
の
原
典
を
、
保
管
し
て
い
た
玄
鑑
居
士
か
ら
、
特
に
貰
い
受
け
た
、
こ
と
力

『
枢
要
』
の
巻
上
本
に
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
玄
鑑
居
士
に
つ
き
ま
し
て
は
、
資
料
と
し
て
『
枢
要
』
巻
上
本
の
以
外
に
は
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
の
で
、
彼
の
原
名

も
事
蹟
も
判
り
に
く
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
枢
要
』
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
玄
奨
は
唯
識
十
師
の
釈
十
巻

づ
っ
計
百
巻
の
原
典
を
、
中
国
へ
持
ち
帰
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
を
、
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

要
す
る
に
玄
奨
は
、
『
琉
伽
論
』
の
完
本
を
求
め
て
イ
ン
ド
へ
行
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
希
望
ど
お
り
『
琉
伽
論
』
を
中

国
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
た
わ
け
で
す
が
、
し
か
し
、
玄
英
が
留
学
し
て
、
自
ら
の
新
し
い
琉
伽
唯
識
の
思
想
体
系
を
学
ん
だ
と
い
う
意

味
に
お
い
て
は
、
護
法
教
学
の
教
理
内
容
が
、
そ
の
修
得
の
エ
キ
ス
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
ダ
ル
マ
パ
ー
ラ
（
護
法
）
に
つ
い
て
は
、
有
名
な
論
師
で
す
の
で
確
か
な
資
料
も
あ
り
、
陳
那
（
冒
唱
凋
曾
）
の
教
法
を
受
け
て
ナ

ー
ラ
ン
ダ
で
研
究
を
重
ね
、
や
が
て
そ
の
学
頭
に
任
じ
て
、
し
か
も
門
下
多
数
あ
り
、
お
お
い
に
大
乗
唯
識
の
学
を
宣
説
し
た
と
い
わ
れ

ま
す
。
護
法
の
、
現
存
し
て
い
る
著
作
と
し
て
は
、
「
唯
識
二
十
論
」
を
釈
し
た
『
成
唯
識
宝
生
論
』
（
義
浄
訳
）
五
巻
、
な
ら
び
に
ア
ー
ル

ャ
デ
ー
等
〈
（
提
婆
１
国
圃
号
ぐ
四
）
の
「
広
百
論
」
を
釈
し
た
『
大
乗
広
百
論
釈
論
』
（
玄
英
訳
）
一
○
巻
、
お
よ
び
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（
陳
那
）

の
「
観
所
縁
縁
論
」
を
註
釈
し
た
『
観
所
縁
論
釈
』
（
義
浄
訳
）
一
巻
等
が
ご
ざ
い
ま
す
。
な
お
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
合
繰
訳
の
『
成

唯
識
論
』
も
、
主
と
し
て
彼
を
撰
者
と
す
今
へ
き
こ
と
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
合
糠
に
成
る
文
献
の
性
格
上
、
全
体
的
に

完
全
な
撰
者
で
あ
る
と
は
い
い
に
く
く
、
一
方
あ
る
記
伝
に
よ
れ
ば
、
護
法
の
釈
論
と
し
て
す
で
に
『
成
唯
識
論
」
（
ま
た
は
「
浄
唯
識

論
』
）
と
名
づ
け
ら
れ
る
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
も
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
点
は
適
宜
勘
案
し
て
、
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
と
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さ
て
、
先
に
申
し
上
げ
ま
し
た
、
『
成
唯
識
論
』
が
十
大
論
師
の
合
糠
訳
と
い
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
い
う
「
合

牒
」
と
は
、
も
と
も
と
か
な
り
の
分
量
の
あ
っ
た
十
師
そ
れ
ぞ
れ
の
原
典
を
、
一
つ
に
ま
と
め
あ
げ
て
十
巻
に
漢
訳
し
た
も
の
、
と
い
う

の
が
そ
の
意
味
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
事
情
の
経
緯
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
先
程
ふ
れ
ま
し
た
慈
恩
の
「
成
唯

識
論
掌
中
枢
要
』
の
巻
上
本
に
述
、
へ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
他
の
唯
識
学
術
書
に
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
と
く
に
一
九
八
二
年
に
京
都
・

法
蔵
館
か
ら
出
さ
れ
ま
し
た
「
慈
恩
大
師
御
影
聚
英
』
収
録
の
拙
筆
「
慈
恩
大
師
の
伝
記
資
料
と
教
学
史
的
概
要
」
に
「
唯
識
枢
要
に
み

ら
れ
る
成
唯
識
論
訳
出
の
記
伝
」
と
い
う
項
を
設
け
て
、
そ
こ
に
『
枢
要
』
か
ら
の
引
文
を
掲
げ
な
が
ら
詳
述
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
覧

い
ま
は
、
話
の
都
合
上
、
こ
れ
を
要
略
い
た
し
ま
す
と
、
初
め
玄
英
三
蔵
の
指
図
に
従
い
十
師
の
釈
そ
れ
ぞ
れ
を
別
々
に
漢
訳
し
か
け

た
と
こ
ろ
、
『
唯
識
三
十
頌
』
に
対
す
る
異
釈
が
多
く
、
ま
さ
に
異
説
紛
々
と
し
て
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
そ
こ
で
慈
恩
基
が
困

惑
し
た
あ
げ
く
に
、
玄
英
三
蔵
に
お
願
い
を
申
し
出
で
、
こ
の
よ
う
な
バ
ラ
バ
ラ
な
十
大
論
師
の
異
釈
を
漢
訳
し
て
お
い
て
も
、
恐
ら
く

後
世
の
修
道
者
に
は
、
一
体
ど
れ
が
真
の
唯
識
説
な
の
や
ら
惑
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
を
ま
と
ま
っ
た
一
書
の
編
訳

と
し
、
護
法
釈
の
真
説
を
主
軸
と
し
な
が
ら
、
余
他
の
九
論
師
の
説
を
付
述
し
て
混
ぜ
合
わ
せ
、
い
わ
ゆ
る
合
糠
し
て
漢
訳
し
た
ら
い
か

が
で
し
ょ
う
か
と
、
奏
請
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
玄
美
三
蔵
は
し
ば
ら
く
の
間
審
盧
を
重
ね
た
結
果
、
そ
の
訳
法
を
許
さ
れ
て
、
つ
い
に

ら
れ
る
成
唯
識
論
訳
出
の
記
伝
」
肥

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

思
い
ま
す
。
な
お
、
ダ
ル
マ
パ

述
記
』
や
ら
『
枢
要
』
、
『
了
義
醒

右
の
よ
う
に
、
後
世
、
法
相
控

が
引
か
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ル
マ
パ
ー
ラ
に
関
し
て
は
、
漢
文
典
籍
の
上
に
限
っ
て
み
て
も
、
『
慈
恩
伝
』
を
は
じ
め
『
西
域
記
』
、
『
唯
識
論

『
了
義
燈
』
等
に
も
、
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。

法
相
唯
識
の
教
理
と
し
て
伝
え
ら
れ
ま
す
伝
承
は
、
護
法
↓
戒
賢
↓
玄
美
↓
慈
恩
へ
と
い
う
、
一
連
の
ル
ー
ト

局Fー
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『
成
唯
識
論
』
十
巻
に
訳
成
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
伝
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
で
き
上
っ
た
も
の
は
、
護
法
正
義
を
中
心
と
し
て
他
の
九
論
師
の
説
を
合
糠
し
た
と
は
い
え
、
何
々
論
師
は
こ
れ
こ
れ
を
説

き
、
誰
女
論
師
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
と
い
う
師
名
の
指
示
に
つ
い
て
は
、
『
成
唯
識
論
』
当
面
の
な
か
に
は
、
一
々
明
記
し
て
い
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
異
義
・
異
説
と
し
て
叙
説
す
る
場
合
は
、
「
論
」
文
中
に
、
大
体
「
有
義
は
」
と
い
う
形
式
で
出
さ
れ

て
ま
い
り
ま
す
が
、
こ
の
「
有
義
」
と
い
う
の
を
現
代
用
語
と
し
て
理
解
す
る
時
に
は
、
「
あ
る
所
論
や
解
釈
で
は
」
と
い
う
意
味
に
読

ん
だ
ら
理
解
し
易
い
か
と
思
い
ま
す
。
ゞ
こ
の
よ
う
に
、
「
有
義
は
」
（
「
有
る
義
は
」
）
と
い
っ
て
述
べ
て
く
る
内
容
が
、
お
よ
そ
「
論
」
文

に
お
け
る
九
師
お
よ
び
他
の
論
師
に
よ
る
説
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
『
成
唯
識
論
』
の
文
自
体
で
は
、
‐
誰
々
の
解
釈
で
あ
る
と
す
る
指
名
が
は
っ
き
り
出
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
は
概
ね

慈
恩
の
「
述
記
』
お
よ
び
『
枢
要
』
の
一
部
に
み
ら
れ
る
註
解
に
拠
っ
て
、
そ
の
部
分
は
、
初
め
て
所
立
の
経
論
釈
ま
た
は
学
派
を
ふ
く

む
何
々
論
師
の
異
説
で
あ
ろ
う
こ
と
の
、
代
表
的
な
主
張
の
師
名
が
判
る
と
い
う
具
合
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
申

し
上
げ
る
「
参
考
文
例
」
の
所
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。

さ
て
、
唯
識
十
大
論
師
と
い
い
ま
す
者
は
、
一
考
名
前
を
挙
げ
て
み
て
も
、
と
く
に
著
作
文
献
の
存
す
る
人
以
外
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど

意
味
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
親
勝
（
層
且
冒
目
）
・
火
弁
（
Ｑ
首
煙
ｇ
営
騨
）
・
徳
慧
（
①
巨
冨
冒
昌
）
・
安
慧
（
勢
冒
国
日
島
）
・
難

梵

陀
（
Ｚ
目
§
）
・
浄
月
（
普
目
ｇ
８
且
昌
）
・
護
法
ｅ
旨
Ｈ
目
眉
陛
騨
）
。
勝
友
（
ぐ
扉
の
秘
目
曾
騨
）
、
そ
れ
か
ら
最
勝
子
言
邑
眉
貝
ｓ
）
・
智
月
（
］
倒
息
‐

８
且
国
）
と
、
呼
ば
れ
る
方
々
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
『
成
唯
識
論
』
に
所
述
の
護
法
説
以
外
の
、
九
大
論
師
や
そ
の
他
の
諭
師
の
説

○
○

と
考
え
ら
れ
る
引
用
回
数
を
、
『
述
記
』
等
の
指
示
に
よ
っ
て
算
出
い
た
し
ま
す
と
、
安
慧
の
説
と
い
わ
れ
る
も
の
が
実
は
一
番
多
く
、

Ｏ
Ｏ

こ
れ
が
二
三
箇
所
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
。
次
に
多
い
の
が
、
難
陀
の
説
と
し
て
一
五
箇
所
ほ
ど
、
あ
と
は
ほ
ん
の
二
箇
所
な
い
し
三
箇

所
、
と
き
に
は
一
箇
所
と
い
う
程
度
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
大
論
師
の
内
と
称
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
名
前
が
全
然
指
示
さ
れ
て
い
な
い
者

に
、
徳
慧
、
勝
友
、
智
月
な
ど
の
論
師
が
あ
り
、
そ
の
三
師
の
釈
意
に
つ
い
て
は
指
名
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
肝
心
の
十
大
論
師

拝ハ
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の
三
人
の
所
説
が
出
て
こ
な
い
代
り
に
、
さ
ら
に
十
師
以
外
の
人
の
釈
説
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ま
ず
護
月
（
９
目
日
名
巴
沙
）
と

い
わ
れ
る
人
（
こ
の
論
師
は
、
お
配
り
し
た
「
参
考
文
例
」
の
種
子
起
因
に
関
す
る
唯
本
有
説
の
主
唱
者
と
し
て
頭
註
に
出
て
い
ま
す
）
、

そ
れ
か
ら
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（
陳
那
）
の
説
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
四
分
義
中
の
三
分
説
、
つ
い
で
玄
英
が
ナ
ー
‐
ラ
ン
ダ
で
直
接
指
導
を
受

け
た
シ
ー
ラ
バ
ド
ラ
（
戒
賢
）
の
不
共
無
明
釈
が
出
さ
れ
、
さ
ら
に
は
玄
美
自
身
の
解
釈
に
お
け
る
第
八
識
理
証
中
の
生
死
証
に
つ
い
て

の
破
斥
ま
で
が
載
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
『
摂
大
乗
論
』
を
注
釈
い
た
し
ま
し
た
有
名
な
無
性
（
勝
ぐ
号
園
ぐ
ゅ
》
「
無
性
摂
論
」
の
作

者
）
の
釈
説
や
、
ま
た
勝
軍
論
師
Ｑ
騨
冒
の
①
目
）
の
異
説
（
勝
軍
は
だ
い
た
い
護
法
と
同
じ
頃
の
人
で
、
難
陀
と
と
も
に
種
子
の
起
因
に
つ

い
て
唯
新
車
説
を
立
て
、
ま
た
大
乗
仏
説
の
主
張
で
は
勝
軍
比
量
を
立
て
た
こ
と
で
有
名
）
に
い
た
る
ま
で
、
以
上
の
よ
う
な
、
十
大
論

師
以
外
の
玄
英
を
も
ふ
く
む
六
人
ほ
ど
の
解
釈
が
、
『
成
唯
識
論
』
の
本
文
に
載
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
厳
密
な
意
味
で
、
唯
識
十
大
論
師
の
学
説
を
合
糠
訳
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
果
た
し
て
本
当
に
言
え
る
か
ど
う
か
、

が
問
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
学
者
の
中
に
は
こ
れ
を
批
評
し
て
、
も
し
、
本
当
の
「
合
傑
」
で
あ
る
な
ら
ば
何
々
論
師
が
こ
う

説
い
た
、
誰
々
は
次
の
如
く
釈
し
た
と
は
っ
き
り
明
示
す
べ
き
な
の
に
、
そ
の
形
跡
が
「
論
」
文
自
体
に
は
残
っ
て
い
な
い
、
し
か
も
十

師
以
外
の
解
釈
ま
で
取
り
込
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
『
成
唯
識
論
』
は
合
燥
訳
に
違
反
す
る
と
い
う
ふ
う
に
、
こ
れ
を
批
判
的
に
な
が
め

る
人
も
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
現
に
そ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
書
物
も
ご
ざ
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
合
繰
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
異
説
者
を
こ
と
ご
と
く
明
示
し
て
編
纂
す
べ
き
と
い
う

の
で
は
な
く
し
て
、
あ
た
か
も
、
す
り
鉢
に
十
種
乃
至
そ
れ
以
上
の
豆
粒
を
注
ぎ
入
れ
て
、
こ
れ
を
す
り
こ
ぎ
で
ゴ
シ
。
コ
シ
す
っ
て
し
ま

い
ま
す
と
、
ど
れ
が
ど
の
種
の
豆
や
ら
全
然
判
ら
な
く
な
る
と
い
う
具
合
に
、
恐
ら
く
誰
が
何
を
説
い
た
か
を
、
は
っ
き
り
残
さ
な
い
意

図
の
も
と
に
訳
し
た
の
が
、
こ
の
場
合
の
「
合
糠
訳
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
む
ろ
ん
漢
訳
で

あ
る
以
上
は
、
所
訳
の
原
典
に
基
づ
い
て
、
こ
こ
で
は
こ
う
だ
と
、
部
分
的
な
と
こ
ろ
で
も
微
細
に
漢
訳
す
べ
き
だ
と
の
、
意
見
の
出
る

こ
と
当
然
で
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、
道
安
の
「
五
失
本
三
不
易
」
と
い
う
よ
う
な
経
典
漢
訳
の
法
規
に
照
ら
す
ま
で
も
な
く
、
多
少
の

”旬
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失
本
は
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
『
成
唯
識
論
』
の
場
合
は
そ
の
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
漢
訳
の
常
識
か
ら
い
っ
て

大
変
思
い
切
っ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
を
、
あ
の
漢
訳
三
蔵
中
の
至
聖
と
し
て
一
大
翻
訳
期
を
画
し
た
玄
葵
が
、
愛
弟
・
慈
恩
基

に
よ
る
起
案
と
は
い
え
、
こ
れ
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
余
程
の
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
む
ろ
ん
、
客
観
的
な
立
場
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
漢
訳
の
措
置
を
、
学
術
的
に
批
判
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
「
本
論
」
の
訳
出
に
つ
い
て
、
玄
奨
三
蔵
や
慈
恩
大
師
の
漢
訳
す
る
と
き
の
心
構
え
と
い
う
も
の
を
考
察
し
て
み
ま
す
と
、

こ
れ
は
単
に
、
学
問
対
象
の
好
材
と
し
て
残
す
た
め
に
漢
訳
し
た
の
で
は
な
く
て
、
本
当
に
唯
識
修
道
ま
た
は
唯
識
義
に
よ
っ
て
証
悟
へ

の
道
を
歩
む
た
め
の
体
系
を
訳
著
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
異
説
紛
々
た
る
学
説
を
列
訳
し
て
お
い
て
も
、
結
局
は
後
世
の
求
道
者
を
迷

惑
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
の
実
践
理
論
的
配
慮
か
ら
と
ら
れ
た
、
止
む
な
き
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。
そ
の
こ

と
は
、
漢
訳
と
い
う
立
場
を
一
段
越
え
た
、
む
し
ろ
、
中
国
の
教
界
に
「
宗
」
と
し
て
成
り
立
た
し
め
る
イ
ン
ド
以
来
の
唯
識
思
想
・
教

理
の
体
系
を
、
教
判
的
に
樹
立
し
て
お
こ
う
と
し
た
玄
葵
・
慈
恩
両
師
の
一
大
配
慮
に
よ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

「
本
論
」
は
「
玄
英
奉
詔
訳
」
と
い
う
訳
書
に
な
っ
て
は
い
ま
す
が
、
他
の
諭
書
の
ご
と
き
漢
訳
と
は
異
な
る
、
一
種
の
教
判
的
志
向
に

も
と
づ
け
る
編
纂
的
翻
訳
に
成
る
も
の
、
こ
れ
が
『
成
唯
識
論
」
の
も
つ
文
献
的
特
色
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
論

述
の
内
容
が
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
の
唯
識
学
説
を
詳
細
に
列
叙
し
、
し
か
も
総
合
的
に
糠
訳
し
て
い
ま
す
の
で
、
聖
典
の
撰
述
上
の
分
類

と
し
て
は
、
中
国
で
の
創
作
的
翻
訳
に
成
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
「
印
度
撰
述
」
と
い
う
部
類
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
『
成
唯
識
論
』
と
い
う
題
号
に
関
し
て
は
、
こ
れ
も
『
掌
中
枢
要
』
巻
上
本
に
記
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
梵
名
《
《
ぐ
言
僧
早

目
弾
国
薗
‐
巴
目
巨
‐
３
昇
国
》
》
の
語
を
、
「
毘
若
底
（
識
）
、
摩
咀
刺
多
（
唯
）
、
悉
提
（
成
）
、
箸
薩
咀
羅
（
論
）
」
と
い
う
漢
字
で
音
写
し

○
○

て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
「
悉
提
（
巴
目
ｇ
」
と
い
う
成
立
の
意
は
、
「
能
成
」
の
義
で
あ
る
と
説
明
を
加
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
「
能

成
」
に
対
す
る
。
〈
ツ
ス
ィ
ブ
な
意
と
し
て
の
「
所
成
」
が
、
い
わ
ゆ
る
世
親
の
『
唯
識
三
十
頌
』
を
指
せ
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

「
悉
提
」
に
代
る
も
の
と
し
て
、
ほ
か
に
「
砒
輸
度
迦
（
畠
皆
目
冒
冨
）
」
と
い
う
音
写
語
を
使
っ
て
、
「
明
浄
な
る
」
・
「
浄
く
す
る
」
と
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と
こ
ろ
で
、
「
本
論
」
が
こ
の
よ
う
な
特
殊
的
翻
訳
と
も
い
う
尋
へ
き
、
玄
英
の
合
燥
訳
に
成
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
旧
来
か

ら
色
々
の
批
判
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
古
く
は
、
華
厳
の
澄
観
や
ら
日
本
天
台
の
最
澄
な
ど
、
ま
た
近
世
に
至
っ
て
は
江
戸
時
代
の
有
名
な

豊
山
派
の
戒
定
、
さ
ら
に
浄
土
宗
の
普
寂
等
も
、
そ
の
漢
訳
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
非
難
を
加
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
『
成
唯

識
論
』
へ
の
旧
来
か
ら
の
非
難
の
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
今
世
紀
に
入
り
ま
し
て
か
ら
は
、
新
た
に
学
術
的
な

角
度
か
ら
、
批
判
の
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
『
唯
識
二
十
論
』
と
「
唯
識
三
十
頌
』

の
「
安
慧
釈
」
の
梵
文
原
典
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
教
授
（
一
八
六
三
’
九
三
五
年
）
に
よ
り
、
ネ
パ
ー
ル
で
発
見
さ

れ
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
。
〈
リ
か
ら
↑
《
ざ
茸
Ｐ
己
は
日
御
岳
国
の
昼
旦
冨
〕
ロ
①
口
〆
茸
昌
諒
の
号
ぐ
閉
巨
盲
目
旨
』
ぐ
時
旨
、
注
目
属
崖
鼻

Ｃ
Ｏ

い
う
意
味
の
梵
名
を
も
出
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
他
輩
に
対
し
て
そ
の
唯
識
義
理
を
明
浄
な
ら
し
め
る
」
と
の
意
味
の
よ
う
で
す
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
『
枢
要
』
に
は
、
右
の
二
題
を
記
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
い
ま
の
『
枢
要
』
お
よ
び
「
唯
識
述
記
』
序
の
所
述
を
み
る
と
、
『
成
唯
識
論
』
と
い
う
題
号
そ
れ
自
体
は
、
と
き
に
は
十
師
の

『
釈
論
』
を
指
し
て
い
る
と
も
採
れ
ま
す
が
、
多
く
は
護
法
所
造
の
『
釈
論
』
そ
の
も
の
に
付
さ
れ
て
い
た
題
号
で
あ
る
と
、
解
釈
す
る

方
が
穏
当
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
み
ま
す
と
、
護
法
論
師
自
身
に
「
成
唯
識
論
』
、
す
な
わ
ち
《
《
ご
言
四
耳
目
目
田
圃
里
呂
巨
》
》

な
る
釈
論
が
す
で
に
あ
っ
て
、
そ
の
題
号
を
そ
の
ま
ま
「
本
論
」
に
転
用
し
た
も
の
と
い
う
ふ
う
に
理
解
し
得
る
わ
け
で
す
。
恐
ら
く
、

玄
英
・
慈
恩
が
編
纂
的
な
翻
訳
を
し
な
が
ら
も
、
護
法
に
お
け
る
釈
論
の
題
号
を
こ
れ
に
用
い
た
と
す
れ
ば
、
や
は
り
護
法
菩
薩
と
い
う

論
師
の
唯
識
学
説
に
、
大
き
な
一
つ
の
権
威
を
も
た
せ
た
表
題
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
『
成
唯
識
論
」
の
合
繰

訳
出
の
年
時
に
つ
い
て
は
、
『
成
唯
識
論
』
に
付
載
さ
れ
て
い
る
呉
興
・
沈
玄
明
の
「
後
序
」
、
或
い
は
『
開
元
釈
教
録
』
等
に
よ
っ
て
、

顕
慶
四
年
（
六
五
九
）
に
長
安
の
玉
華
宮
に
お
い
て
、
漢
訳
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
一
一
宮
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目
幻
月
冒
田
属
少
〕
画
く
①
○
房
８
日
目
①
ご
冨
胃
①
号
煕
巨
禺
⑳
目
色
芦
》
ゞ
（
ら
誤
）
を
、
公
刊
し
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
レ
ヴ
ィ
氏
に
よ
る
こ
の
両

本
の
発
見
は
、
世
親
の
唯
識
原
典
を
世
に
紹
介
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
内
外
の
学
者
は
、
競
っ
て
梵
文
に
よ
る
唯
識
研
究
を

す
す
め
る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
安
慧
論
師
の
唯
識
説
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
同
時
に
、
『
唯
識
三
十
頌
』
の
内
容
が
『
成
唯
識
論
』
で
理
解
す
る
一
一

ユ
ア
ン
ス
と
少
な
か
ら
ず
相
異
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
ま
し
て
、
護
法
唯
識
に
も
と
づ
く
従
来
の
教
説
に
新
た
な
批
評
が

加
え
ら
れ
る
結
果
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ビ
ィ
教
授
の
唯
識
原
典
の
紹
介
に
よ
っ
て
、
日
本
で
は
高
楠
先

生
を
は
じ
め
荻
原
先
生
や
寺
本
先
生
、
さ
ら
に
宇
井
伯
寿
。
山
口
益
・
長
尾
雅
人
先
生
等
の
学
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
が
発
表

さ
れ
ま
し
た
。
大
谷
大
学
の
関
係
で
は
、
あ
の
著
名
な
『
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
」
と
い
う
公
刊
も
、
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
見

事
に
果
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
外
国
で
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
（
国
日
日
自
昌
］
四
８
９
並
び
に
フ
ラ
ゥ
ワ
ル
ナ
ー
（
国
風
目
司
国
屋
刻
色
冒
の
獄
）
氏
に

よ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ド
イ
ツ
訳
な
ど
も
公
刊
・
出
版
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
内
・
外
の
諸
研
究
の
中
で
、
原
典
は
む
ろ
ん
の
こ
と
漢

訳
文
献
を
も
よ
く
参
見
し
た
上
で
、
総
括
的
に
法
相
唯
識
の
学
説
を
批
判
し
た
学
者
に
宇
井
先
生
が
あ
り
ま
す
。
宇
井
先
生
に
よ
る
法
相

唯
識
批
判
の
発
想
は
、
も
と
も
と
先
に
も
ふ
れ
ま
し
た
、
江
戸
期
の
普
寂
・
戒
定
の
評
論
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
そ
の
批
判
の
内
容
は
、
宇
井
先
生
の
『
印
度
哲
学
研
究
』
第
五
・
第
六
の
諸
論
文
を
は
じ
め
、
『
印
度
哲
学
史
』
等
の
著
作
の
な
か
に

散
見
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
護
法
学
説
を
是
と
し
て
き
た
従
来
の
唯
識
学
者
に
と
っ
て
、
原
典
研
究
の
所

産
と
批
評
は
、
新
た
な
見
識
を
与
え
ら
れ
た
意
味
で
貴
重
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
し
、
今
後
の
学
習
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
の
点
は
十
分
念

頭
に
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
、
原
典
研
究
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
る
唯
識
説
の
理
解
基
準
と
な
る
も
の
は
、
一
つ
は
安
慧
の
唯
識
説
で
あ
り
ま
す
し
、
一
つ
は

世
親
そ
の
も
の
の
唯
識
説
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
「
成
唯
識
論
』
を
よ
く
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
も
判
り
ま
す
よ
う
に
、
イ
ン

ド
の
唯
識
説
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
、
異
釈
が
多
い
と
同
時
に
、
系
統
的
に
も
か
な
り
変
容
し
て
く
る
解
釈
の
発
展
と
い
う
も
の
が
あ
り
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ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
あ
る
種
の
解
釈
に
特
定
し
て
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
「
唯
識
三
十
頌
』
を
理
解
し
て
い
く
方
が
正
し
い
と
考
え
る

態
度
に
こ
そ
、
む
し
ろ
問
題
が
残
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
む
ろ
ん
、
ヴ
ァ
ス
、
ハ
ン
ド
ゥ
（
息
、
巨
冨
呂
冒
）
自
身
が
、
す
で
に

『
三
十
頌
』
の
長
行
釈
を
書
き
残
し
て
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
問
題
も
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
な
に
せ
、
カ
ー
リ
カ
と

い
う
偶
頌
の
文
だ
け
残
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
、
色
友
な
解
釈
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
振
幅
の
可
能
性
を
『
頌
』
自
体
が
も

っ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
、
十
師
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
異
解
・
異
釈
の
展
開
す
る
背
景
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
ま
た
、
か
り
に
、
注
釈
以
前
の
『
三
十
頌
』
そ
の
も
の
に
た
ち
か
え
っ
て
み
て
、
護
法
釈
よ
り
安
慧
釈
の
方
が
世
親
の
「
三
十
頌
』

の
原
意
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
原
典
解
釈
の
上
で
判
断
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
か
ま
わ
な
い
筈
で
あ
り
、
そ
こ
に
世
親
唯
識

に
対
す
る
護
法
学
説
の
“
段
階
的
な
発
展
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
却
っ
て
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
玄
英
所
伝
の
唯
識
説
は
、

世
親
本
来
の
ま
ま
で
は
な
く
て
、
護
法
に
至
っ
て
大
き
な
展
開
を
み
た
証
左
で
あ
る
と
、
受
け
と
る
、
へ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
『
成
唯
識
論
』
の
叙
述
形
式
が
、
い
ち
お
う
、
世
親
の
『
三
十
頌
』
に
対
す
る
長
行
釈
の
態
を
と
っ
て
は
い
て
も
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
護
法
説
を
通
し
て
理
解
さ
れ
た
、
玄
英
訳
上
の
『
三
十
頌
』
の
広
釈
で
あ
っ
て
、
世
親
唯
識
そ
の
も
の
に
対
す
る
直
接
的

注
釈
で
は
な
い
こ
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
な
わ
ち
護
法
教
学
に
則
っ
て
い
る
こ
と
と
、
玄
英
に
よ
る
理
解
の
漢
訳
を
通
し
て
の
表
現

と
い
う
こ
と
の
、
二
点
の
要
素
を
考
慮
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
『
成
唯
識
論
』
や
並
び
に
『
成
唯
識
論
述
記
』

の
解
釈
を
、
世
親
唯
識
そ
の
も
の
に
対
す
る
注
釈
的
理
解
で
あ
る
と
、
即
断
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
ま
す
し
、
誤
謬
を
避
け
る
意
味
か

ら
も
そ
の
よ
う
な
言
い
方
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
点
を
十
分
に
配
慮
し
な
が
ら
、
護
法
唯
識
説
な
ら
び
に
玄
奨
漢
訳

の
上
で
理
解
さ
れ
て
い
く
、
唯
識
思
想
の
特
徴
と
い
う
も
の
を
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
護
法
唯

識
の
基
本
研
究
と
は
、
玄
英
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
た
イ
ン
ド
の
護
法
釈
た
る
『
成
唯
識
論
』
と
、
さ
ら
に
慈
恩
に
よ
っ
て
中
国
的
に
註
釈
・

組
織
さ
れ
た
「
本
論
」
各
註
疏
に
も
と
づ
く
教
学
的
素
養
に
よ
っ
て
、
主
体
的
に
と
り
く
ん
で
い
く
志
向
こ
そ
が
、
今
日
に
お
け
る
法
相

唯
識
学
研
究
の
大
切
な
姿
勢
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ま
す
。
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た
だ
、
こ
こ
で
、
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
『
成
唯
識
論
』
な
る
論
典
は
、
成
立
の
上
で
特
殊
的
な
問
題
を
背
負
っ
て
は
お
り
ま

す
が
、
「
本
論
」
一
部
の
学
風
は
、
護
法
以
前
の
唯
識
諸
派
の
異
説
を
折
衷
・
総
合
し
て
、
精
細
な
ア
ラ
ャ
識
縁
起
の
学
説
を
唱
導
し
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
釈
論
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
色
々
な
学
説
が
出
さ
れ
て
、
い
わ
ば
唯
識
研
究
の
最
も
盛
ん
に
な
っ
た
頃
の
〃
結

晶
の
総
譜
″
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
、
何
々
論
師
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
立
て
た
と
の
、
歴
史
資
料
と
な
る
べ
き
明
記

に
欠
け
る
き
ら
い
は
あ
り
ま
す
が
、
『
成
唯
識
論
』
一
部
を
見
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
、
唯
識
学
説
に
関
し
て
、
ど
の
よ
う
な
考
え
方

や
異
説
が
起
こ
っ
て
い
た
か
は
、
大
体
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
む
ろ
ん
、
課
題
に
つ
い
て
の
文
勢
の
段
落
に
お
い
て
は
、
護
法
正

義
を
も
っ
て
結
論
づ
け
て
は
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
出
す
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
、
諸
種
の
問
題
に
対
す
る
解
釈
の
異
説
が
論
述
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
点
で
、
『
成
唯
識
論
』
を
解
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
ン
ド
の
唯
識
説
に
お
け
る
様
有
な
異
義
と
解
釈
の
変
容
に
対
す
る
、

お
よ
そ
の
見
当
と
証
跡
と
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

つ
い
で
に
、
現
在
、
叢
書
類
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
成
唯
識
論
』
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
ま
す
と
、
ま
ず
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、

「
大
正
蔵
経
」
三
十
一
巻
（
琉
伽
部
・
下
）
の
冒
頭
に
入
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
国
訳
と
し
て
は
、
「
国
訳
一
切
経
」
琉
伽
部
七
に
、
ま

た
「
昭
和
新
墓
国
訳
大
蔵
経
」
論
律
部
・
第
九
巻
に
、
そ
れ
以
前
に
は
大
正
期
に
出
刊
の
「
国
訳
大
蔵
経
」
論
部
・
第
十
巻
に
、
お
の
お

の
収
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
く
に
、
大
正
期
の
「
国
訳
大
蔵
経
」
に
は
、
か
な
り
詳
し
い
註
記
が
盛
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
用
語
に
は

専
門
的
な
発
音
の
ル
ビ
が
正
確
に
付
し
て
あ
り
ま
し
て
、
従
来
か
ら
多
く
の
学
者
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
「
国
訳
大

蔵
」
中
の
『
成
唯
識
論
』
は
、
訳
者
の
島
地
大
等
先
生
の
開
題
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
際
の
作
業
は
、
私
の
指
導
教
授
で
も
あ

り
ま
し
た
深
浦
正
文
先
生
の
曾
っ
て
お
若
い
時
に
な
さ
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
外
国
訳
の
『
成
唯
識
論
』
と
し
て
は
、
有

名
な
プ
サ
ン
氏
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
訳
の
全
訳
《
《
ぐ
言
凹
冒
冒
〕
興
国
国
巴
目
冨
．
Ｆ
ゅ
曽
呂
巨
号
三
旨
Ｐ
ロ
‐
房
璽
掲
》
す
且
昌
ｇ
２
Ｐ
目
〕
○
芯
。
』
』

|出
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画
く
巳
、
．
ｇ
鳥
、
乞
麗
‐
忠
．
冒
号
ｘ
』
岳
あ
の
あ
る
こ
と
は
、
ご
存
じ
の
と
お
り
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
サ
ン
ク
リ
ト
・
ヤ
ー
ャ
ナ
負
．

爵
９
月
ご
鋤
着
目
）
が
、
曾
っ
て
『
成
唯
識
論
』
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
直
す
還
梵
の
試
み
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
は
限
界
が
あ
っ
た

ら
し
く
未
完
に
終
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
近
時
の
完
全
英
訳
（
漢
英
対
照
）
と
し
て
、
童
達
（
弓
の
一
目
鼻
）
氏
の
員
９
９
ｍ
弓
甲
９
房
眉
員

己
】
①
ｐ
Ｏ
ｏ
ｑ
目
①
旦
冒
①
儲
①
‐
ｏ
ｏ
ｐ
ｍ
ｏ
旨
匡
ｍ
ｐ
の
、
の
》
》
乞
認
が
、
香
港
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
か
な
り
英
語
力
に
堪
能
な
方
の

意
見
で
も
、
英
訳
で
は
『
成
唯
識
論
』
の
述
意
が
な
か
な
か
つ
か
め
ず
、
結
局
は
玄
葵
訳
の
漢
文
に
訓
点
を
付
け
て
読
ん
だ
方
が
、
ま
だ

解
り
や
す
い
と
の
評
言
を
お
聞
き
し
て
い
ま
す
。

従
来
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
『
成
唯
識
論
』
（
漢
文
）
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
一
八
八
八
年
に
出
刊
さ
れ
た
佐
伯
旭
雅
編
の
『
冠
導

（
増
補
）
成
唯
識
論
』
（
木
版
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
さ
き
の
プ
サ
ン
氏
が
フ
ラ
ン
ス
訳
す
る
際
に
、
底
本
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
簡
便
な
も
の
と
し
て
は
、
小
島
恵
見
編
の
『
新
細
・
成
唯
識
論
』
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
九
一
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
は
、

学
術
的
に
も
段
註
・
傍
註
等
が
的
確
に
よ
く
掲
載
さ
れ
、
し
か
も
単
行
の
文
献
な
が
ら
、
学
界
で
も
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
際
の
典
拠
と
し

て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
、
法
隆
寺
か
ら
出
て
い
る
佐
伯
定
胤
監
修
・
佐
伯
良
謙
等
編
纂
の
『
新
導
・
成
唯
識
論
』
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
一
九
四
○
年
の
初
版
で
、
現
在
も
重
版
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
新
導
本
」
に
は
詳
細
な
『
述
記
』
・
『
枢
要
』
に
も
と

づ
く
科
段
と
、
主
な
代
表
註
疏
に
よ
る
註
語
の
必
要
部
分
を
傍
記
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
れ
の
底
本
と
な
っ
た
元
禄
版
『
道
成
唯
識

論
』
の
丁
数
と
前
後
す
る
箇
所
を
、
下
方
の
欄
外
に
指
示
す
る
な
ど
、
古
版
本
と
の
所
在
頁
の
対
比
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
会
場
で
お
配
り
し
ま
し
た
参
考
文
例
の
そ
れ
も
、
「
新
導
本
」
の
『
成
唯
識
論
』
か
ら
と
っ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

近
時
の
も
の
と
し
て
は
、
一
九
七
七
年
に
太
田
久
紀
先
生
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
『
選
註
・
成
唯
識
論
』
が
あ
り
ま
す
。
「
選
註
」
と
あ
る

よ
う
に
、
複
雑
な
科
節
註
記
の
中
か
ら
、
解
り
や
す
く
要
義
を
選
ん
で
各
論
意
の
項
目
を
掲
げ
、
し
か
も
論
全
体
を
見
通
す
立
場
か
ら
斬

新
な
目
次
を
立
て
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
と
く
に
、
『
成
唯
識
論
』
の
「
仏
教
大
系
」
本
（
全
四
巻
）
に
類
載
さ
れ
て
い
る
『
述
記
』
お
よ

び
「
唯
識
三
箇
の
疏
」
の
「
会
本
」
と
該
当
す
る
箇
所
を
、
行
間
に
明
示
し
て
、
そ
れ
と
の
対
照
に
便
利
な
よ
う
に
編
作
さ
れ
て
い
ま
す
。
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右
の
、
『
成
唯
識
論
』
の
叢
書
の
所
在
や
、
単
行
類
本
に
つ
い
て
は
、
ご
存
じ
と
は
思
い
ま
す
が
、
念
の
た
め
申
し
加
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
以
上
、
『
成
唯
識
論
』
と
い
う
の
は
、
印
度
撰
述
と
し
て
の
玄
英
訳
唯
識
諭
書
の
一
つ
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
上
述
の
よ

う
な
特
殊
的
漢
訳
の
事
情
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
た
論
典
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
『
成
唯
識
論
』
の
有
す
る
、
文
献
上
の
特
異
性
と
い
う

さ
て
次
に
、
『
成
唯
識
論
』
の
思
想
的
特
徴
に
つ
い
て
、
話
を
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
『
成
唯
識
論
』

に
は
色
々
の
唯
識
思
想
が
盛
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
と
く
に
こ
こ
で
は
、
「
本
論
」
の
基
本
に
流
れ
て
い
る
、
護
法
学
説
の
根
本
的

な
思
考
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
限
っ
て
、
申
し
上
げ
た
く
思
い
ま
す
。

Ｏ
Ｏ

こ
の
『
成
唯
識
論
』
の
学
説
を
汲
む
中
国
で
の
宗
名
を
、
法
相
宗
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
「
法
相
」
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も

と
『
解
深
密
経
』
巻
二
の
．
切
法
相
品
」
か
ら
採
っ
た
名
称
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に
名
称
と
し
て
の
用
語

と
い
う
だ
け
で
は
な
し
に
、
そ
の
語
自
体
に
重
要
な
思
考
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
「
諸
法
」
に
お
け
る
「
性
」
と
「
相
」
と
の
概
念
を
区
画
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
性
」
と
は
「
理
（
実
）
性
」
の
意
を
指

し
、
「
相
」
と
い
う
の
は
「
事
相
（
状
）
」
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
も
申
し
上
げ
ま
す
が
、
要
す
る
に
、
「
性
」
た
る

０
○

○
Ｏ

理
性
の
面
よ
り
も
、
「
相
状
」
た
る
現
象
の
面
に
重
視
点
を
置
い
て
、
世
界
の
存
在
や
人
間
の
在
り
方
を
見
て
い
く
、
こ
れ
が
「
法
相
」

◎
０
０

と
い
う
意
味
の
基
本
的
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
「
法
（
目
目
日
騨
）
」
と
は
、
こ
の
場
合
、
一
切
法
を
指
せ
る
意
味
で
あ
る
こ
と
い
う
ま
で

○
Ｏ

も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
「
法
相
」
と
は
、
一
切
存
在
の
相
状
の
面
、
す
な
わ
ち
法
の
「
事
相
」
を
主
眼
と
し
て
捉
え
て
い
く
と
い

う
、
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
表
現
の
う
ら
に
は
、
逆
に
深
い
意
義
が
秘
め
ら
れ
て
あ
り
、
と
く
に
、
中
国
の
教
学
史
上
で
は
、
唯
識
の
「
相
宗
」
に
対
し
て
、

こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

五
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所
執
性
も
こ
れ
に
含
み
ま
す
。

一
乗
の
華
厳
や
天
台
の
教
学
を
指
す
に
「
性
宗
」
と
い
う
用
語
が
、
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
対
応
さ
せ
て
考
え
ま

す
と
、
「
法
相
宗
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
「
法
性
宗
」
に
対
し
て
、
そ
れ
を
「
簡
（
遮
）
ぶ
」
と
の
意
味
が
、
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り

○
Ｏ

ま
す
。
（
な
お
、
法
相
宗
の
別
名
と
し
て
、
唯
識
宗
の
語
も
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
『
解
深
密
経
』
巻
三
の
「
分
別
球
伽
品
」
の

所
説
内
容
に
も
と
づ
け
る
称
語
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
教
相
門
の
上
か
ら
い
え
ば
法
相
宗
、
観
心
門
の
上
か
ら
は
唯

識
宗
と
い
わ
れ
る
わ
け
で
、
結
局
は
、
同
じ
内
容
を
両
側
面
か
ら
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
）

さ
て
、
い
ま
の
「
性
」
と
「
相
」
と
の
問
題
で
す
が
、
実
は
こ
こ
で
申
し
上
げ
よ
う
と
す
る
唯
識
説
の
根
本
特
徴
も
、
ひ
ろ
く
大
乗
仏

教
の
思
想
的
展
開
に
照
ら
し
て
み
ま
す
と
、
要
す
る
に
「
事
相
」
か
ら
み
た
「
理
性
」
な
る
真
如
に
対
す
る
理
解
と
、
考
察
の
態
度
の
違

い
に
、
根
ざ
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
一
般
に
は
、
有
為
法
（
切
騨
目
“
胃
冨
）
と
無
為
法
（
い
の
四
日
の
灯
曾
）
、
す
な
わ
ち
為
作
・
造
作
さ
れ

０
０

た
法
と
、
そ
の
よ
う
な
因
縁
に
わ
た
ら
な
い
法
、
と
い
う
表
現
が
な
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
無
為
法
を
、
理
性
に
近
い
も
の
と
す
れ

○
Ｏ

ぱ
、
有
為
法
は
、
事
相
（
状
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
「
理
」
と
「
事
」
の
概
念
は
、
一
般
の
大
乗
教
学
に
お
い
て
も
、

よ
く
用
い
ら
れ
る
用
語
で
あ
り
ま
し
て
、
た
と
え
ば
、
華
厳
に
い
う
「
理
・
事
無
腰
」
と
い
う
の
も
、
結
局
は
「
理
性
」
と
「
事
相
」
と

の
関
係
を
語
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
く
に
唯
識
で
は
、
理
性
の
こ
と
を
「
実
性
」
と
表
現
し
、
さ
ら
に
事
相
の
こ
と
を
「
相

状
」
と
称
し
て
お
り
ま
す
。
「
実
性
」
と
い
う
の
は
、
当
面
は
識
の
実
性
を
指
し
ま
す
が
、
ひ
ろ
く
表
現
す
れ
ば
、
有
為
諸
法
の
存
在
の

理
法
を
意
味
し
、
「
相
状
」
と
は
、
識
の
転
変
に
よ
る
有
為
の
現
象
界
そ
の
も
の
を
指
し
て
い
い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
用
語
に
、
し
ば
し
ば

使
わ
れ
る
、
ダ
ル
マ
（
目
肖
自
画
）
と
ダ
ル
マ
タ
ー
（
目
胃
冒
四
画
）
、
す
な
わ
ち
「
法
」
と
「
法
性
」
と
の
意
味
に
も
準
ず
る
も
の
と
し
て
、
諸

「
法
」
を
相
状
、
「
法
性
」
を
唯
識
の
実
性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。
三
性
に
お
け
る
区
別
か
ら
い
え
ば
、
「
実
性
」
は

円
成
で
あ
り
、
「
相
状
」
は
主
と
し
て
依
他
起
性
を
指
し
ま
す
が
、
遍
計
所
執
も
依
他
起
を
素
材
と
し
て
起
こ
る
虚
妄
分
別
か
ら
、
遍
計

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
理
性
と
事
相
（
状
）
」
と
の
関
係
解
釈
に
関
連
し
て
、
有
部
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
部
派
の
考
え
方
で
は
、
無
為
妬



法
は
あ
く
ま
で
も
無
相
の
一
味
平
等
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
有
為
法
た
る
現
象
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
、
つ
ま
り
為
作
・
造
作
さ
れ
た

存
在
と
、
為
作
・
造
作
さ
れ
な
い
も
の
と
は
、
つ
ね
に
対
時
し
た
も
の
で
全
く
関
係
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
、
見
解
に
立
て
る
よ
う
で

あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
大
乗
仏
教
で
は
、
こ
の
関
係
が
、
理
性
と
事
相
と
い
う
概
念
に
お
き
替
え
ら
れ
て
、
む
し
ろ
両
者
の
間
に
「
相

即
」
或
い
は
「
不
二
」
が
語
ら
れ
る
ご
と
き
、
い
わ
ゆ
る
「
理
即
事
」
・
「
事
即
理
」
と
い
う
考
え
方
が
、
展
開
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、
真
如
の
「
水
」
が
現
象
の
「
波
」
と
な
る
よ
う
な
相
即
の
解
釈
で
、
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
一
切
の
万
象
は
、
全
て

真
如
の
理
性
を
担
っ
て
在
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
の
よ
う
な
発
想
の
解
釈
に
立
て
ば
、
「
理
事
無
礒
」
と
か
、
「
諸
法
即
実
相
」
と
か
、

あ
る
い
は
「
煩
悩
即
菩
提
」
・
「
娑
婆
即
寂
光
土
」
と
い
っ
た
見
方
が
導
き
出
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
真
言
に
説
か
れ
る
「
即
事
而
真
」

の
考
え
方
も
、
結
局
は
現
象
の
有
為
を
離
れ
て
別
に
理
性
の
真
如
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
の
根
底
に
立
て
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ

の
意
味
で
は
、
「
色
即
是
空
」
・
「
空
即
是
色
」
と
説
か
れ
る
『
般
若
経
』
の
思
想
も
そ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、

有
為
存
在
の
象
徴
と
し
て
の
「
色
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
空
」
で
あ
り
、
そ
し
て
「
空
性
」
な
る
も
の
は
、
こ
こ
に
存
在
す
る
縁
起
の
「
色
」

を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
と
の
発
想
も
、
斜
角
的
に
表
現
す
れ
ば
「
理
性
」
（
空
性
）
と
「
事
相
」
（
縁
起
）
と
を
「
即
」
で
思
考
す
る
道

理
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
し
、
こ
の
よ
う
な
見
方
が
、
一
乗
仏
教
の
粋
と
な
る
華
厳
・
法
華
な
ど
の
思
想
教
学
を
つ
く
っ
て
い
く
、
大

き
な
哲
学
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
範
晴
で
判
別
し
て
み
ま
す
と
、
『
成
唯
識
論
』
の
思
想
に
は
、
「
即
」
と
い
う
考
え
方
が
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、

「
理
性
」
は
ど
こ
ま
で
も
理
性
で
あ
り
、
「
相
状
」
は
あ
く
ま
で
も
現
象
の
相
状
で
あ
る
と
い
う
、
一
定
の
前
提
に
立
っ
て
諸
法
を
観
察

し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
な
ら
ば
、
有
部
説
の
ご
と
き
両
者
全
く
無
関
係
な
る
を
説
く
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
り

ま
し
て
、
こ
こ
に
唯
識
説
の
大
乗
た
る
根
本
的
理
由
を
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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こ
の
関
係
は
、
「
非
一
非
異
」
と
い
う
用
語
で
語
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
の
意
味
す
る
内
容
は
、
有
為
の
現
象
は
、
ア
ラ
ャ
識
に
蔵
さ
れ
て

○
Ｃ

Ｏ
Ｏ

い
る
種
子
が
現
行
し
て
展
開
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
有
為
の
現
象
は
、
有
為
た
る
ア
ラ
ャ
識
か
ら
展
開
す
る
の
で
あ
っ
て
、
理
性
の
真
如

か
ら
展
開
す
る
の
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
関
係
は
「
非
一
」
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
根
底

０
０

０

に
は
、
縁
起
の
諸
法
そ
の
も
の
と
、
諸
法
縁
起
の
理
と
は
、
本
来
別
モ
ノ
で
あ
る
と
の
見
方
が
、
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
一
般
に
、
唯
識
の
立
場
が
、
一
乗
性
宗
の
「
性
相
融
会
」
に
比
し
て
、
「
性
相
別
論
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
有
為
の
相
状
と
理
性
と
は
全
く
無
関
係
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
ア
ラ
ャ
識
か
ら
有
為
の
諸
法
を

展
開
す
る
に
は
、
真
如
の
「
理
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
諸
法
は
あ
く
ま
で
ア
ラ
ャ
識
か
ら
生
起
す
れ
ど
も
、
そ
れ
は
真

０
０

如
の
理
を
所
依
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
現
象
と
な
り
得
る
と
説
か
れ
、
そ
こ
に
「
非
異
」
の
関
係
が
語
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り

０
０
０

ま
す
。
よ
っ
て
、
唯
識
の
立
場
で
解
釈
さ
れ
る
「
理
性
」
と
は
、
有
為
法
の
当
体
体
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
所
依
体
と
し
て
考
え
ら
れ

○
Ｏ

る
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
存
在
の
原
理
ま
た
は
道
理
と
し
て
、
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
後
に
日
本
唯
識
な
ど
で
、
真

如
の
こ
と
を
、
よ
く
「
道
理
真
如
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
ま
す
の
も
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
も
と
づ
け
る
も
の
で
あ
り
ま

右
の
、
性
（
真
如
）
と
相
（
有
為
）
と
の
、
「
非
一
非
異
」
の
関
係
は
、
い
わ
ゆ
る
阿
頼
耶
識
の
縁
起
の
側
面
に
お
け
る
所
談
で
す
が
、

こ
の
関
係
に
つ
い
て
の
根
本
所
説
は
、
す
で
に
『
唯
識
三
十
頌
』
の
三
性
説
に
お
け
る
、
有
体
法
と
し
て
の
依
他
起
性
と
円
成
実
性
と
の

「
非
一
非
異
」
の
関
係
に
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
玄
英
訳
に
、
「
円
成
実
は
、
彼
（
依
他
起
）
が
う
え
に
（
於
て
）
、
常
に
先
の

○
○
○
Ｏ

（
遍
計
所
執
）
を
遠
離
せ
る
性
（
二
空
所
顕
の
実
性
）
な
り
。
故
に
此
れ
（
円
成
実
）
は
、
依
他
と
、
異
に
非
ず
（
真
如
は
依
他
の
実
性

○
０
。
Ｃ
Ｏ
。

な
る
が
故
に
）
、
不
異
に
も
非
ず
（
真
如
は
常
な
る
が
故
に
）
・
」
と
あ
る
よ
う
に
、
円
成
実
は
依
他
と
「
異
に
も
非
ず
、
不
異
に
も
非
ず
」

羊
ｑ
／
０

一
〈

87



と
説
か
れ
ま
す
。
こ
の
部
分
は
、
真
諦
訳
で
も
同
じ
く
、
「
非
一
非
異
」
と
い
い
、
む
ろ
ん
梵
文
か
ら
も
、
「
異
に
も
非
ず
、
不
異
に
も
非

ず
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
は
、
次
の
頌
句
に
「
無
常
（
無
我
空
）
等
の
性
の
如
し
、
此
（
円
成
の
理
）
を
（
証
）
見
ず
し
て
、
彼
（
依

他
起
）
を
み
る
も
の
に
は
非
ず
。
」
と
続
く
、
実
証
悟
入
が
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
性
（
円
成
）
と
相
（
依
他
）

と
は
．
な
ら
ず
、
異
な
ら
ず
」
と
い
う
関
係
で
、
こ
れ
を
見
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
「
非
一
非
異
」
の
立
場
は
、

両
者
が
無
関
係
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
真
如
を
依
他
に
随
縁
（
相
即
）
す
る
も
の
と
は
考
え
て
い
か
な
い
、
そ
こ
に
「
真
如
」
の
定
義

に
も
、
性
宗
等
と
は
お
の
ず
か
ら
異
な
る
解
釈
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
「
真
如
無
為
」
す
な
わ
ち
円
成
実
の
勝
義
無
性
を
釈
述
す
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、
『
成
唯
識
論
』
の
巻
九
に
、
「
此
れ
は
諸

Ｏ
０

０

０

法
の
勝
義
な
り
。
亦
、
即
ち
是
れ
真
如
な
り
と
い
う
。
真
と
は
謂
く
、
真
実
に
し
て
虚
妄
に
非
ざ
る
こ
と
を
顕
す
。
如
と
は
謂
く
、
如
常

に
し
て
変
易
無
き
こ
と
を
表
わ
す
。
」
と
定
義
し
て
、
「
真
」
と
は
、
遍
計
の
有
漏
を
簡
び
、
「
如
」
と
は
、
生
滅
法
の
依
他
を
簡
ぶ
も
の
、

と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
「
如
」
を
「
如
常
」
す
な
わ
ち
常
住
の
特
性
と
し
て
、
依
他
の
無
常
法
に
は
わ
た
ら
ぬ
も
の
と
の
規
定

は
、
と
く
に
注
目
す
尋
へ
き
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
他
の
大
乗
で
考
え
る
よ
う
な
「
真
如
随
縁
」
の
解
釈
と
は
、
対
立
的
な
思
考
に
出
て

い
ま
す
。
従
来
か
ら
、
唯
識
教
学
の
発
想
は
「
真
如
凝
然
不
作
諸
法
」
の
立
場
に
立
つ
と
、
よ
く
い
わ
れ
ま
す
の
も
、
ま
さ
し
く
こ
れ
で

あ
り
ま
し
て
、
か
か
る
解
釈
の
基
盤
も
、
右
の
よ
う
な
『
成
唯
識
論
』
に
お
け
る
真
如
観
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
、
真
如
観
に
立
っ
て
、
一
切
諸
法
の
あ
り
方
と
、
そ
の
道
理
を
見
き
わ
め
て
い
く
視
座
が
、
『
成
唯
識
論
』
に
お
け
る
唯
識
思
想
の
、

根
本
的
な
特
徴
と
い
え
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
有
為
は
ど
こ
ま
で
も
有
為
で
あ
り
、
無
為
は
ど
こ
ま
で
も
無
為
で
あ
る
と
の
基
本
前
提
に
立
っ
て
、
一
切
法
を
見
つ
め

て
い
き
ま
す
の
で
、
当
然
『
成
唯
識
論
』
の
姿
勢
は
、
性
相
の
決
択
に
あ
る
と
と
も
に
、
「
義
門
分
別
」
と
い
う
範
時
に
則
っ
て
、
諸
法

○
○

○
○
０
Ｏ

を
観
察
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
無
為
の
場
合
は
必
ず
無
漏
で
す
が
、
有
為
に
は
有
漏
と
無
漏
と
の
場
合
が
あ
る
と
さ

れ
ま
す
。
有
為
無
漏
の
例
と
し
て
は
、
行
位
に
お
け
る
無
漏
智
の
開
発
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
無
漏
智
は
、
具
体
的
に
は
、
見
道
に
入
っ
て
、

88



初
め
て
発
得
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
行
位
の
こ
と
で
す
か
ら
、
当
然
こ
れ
は
有
為
法
の
こ
と
と
さ
れ
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
菩
薩
の
行
位
は
、
す
べ
て
有
為
無
漏
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
「
無
漏
」
は
あ
く
ま
で
善
性
で
す
け
れ
ど
も
、
「
有
漏
」
は
善
・

悪
。
無
記
の
三
性
に
わ
た
り
ま
す
。
（
こ
の
う
ち
「
悪
」
は
、
『
成
唯
識
論
』
で
は
、
多
く
「
不
善
」
と
い
う
語
で
表
現
さ
れ
ま
す
。
）
こ

れ
ら
の
「
義
門
分
別
」
に
よ
る
発
想
を
、
念
頭
に
お
き
な
が
ら
み
て
い
き
ま
す
と
、
比
較
的
に
『
成
唯
識
論
』
の
論
述
意
図
が
、
理
解
し

や
す
く
な
り
ま
す
し
、
ま
た
、
た
だ
今
か
ら
申
し
上
げ
よ
う
と
す
る
思
考
的
特
徴
と
し
て
の
、
「
文
例
」
の
趣
旨
解
読
に
も
、
ご
参
考
に

な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
唯
識
の
考
え
方
に
は
、
有
為
法
と
真
如
無
為
と
を
、
直
か
に
交
結
さ
せ
る
ご
と
き
発

想
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
如
来
蔵
思
想
的
な
思
考
と
は
、
非
常
に
対
照
的
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
し
ば
ら
く
『
成
唯
識
論
』
の
本
文
（
「
文
例
」
）
に
あ
た
っ
て
、
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
『
成
唯
識
論
』
の
巻
第
二

の
後
半
に
、
「
種
子
の
起
因
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
の
、
護
法
の
「
新
・
旧
合
生
義
」
を
論
ず
る
初
め
の
部
分

に
、
本
性
住
種
と
し
て
先
天
的
な
本
有
種
子
を
認
め
、
さ
ら
に
習
所
成
種
と
し
て
経
験
的
な
種
子
、
つ
ま
り
新
栗
の
種
子
を
も
認
め
る
こ

と
を
明
か
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
両
方
の
義
を
擁
立
さ
せ
る
た
め
に
、
初
め
に
「
唯
本
有
説
」
を
破
し
、
次
に
「
唯
新
薫
説
」
を
順
に
破

し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
な
か
、
ご
覧
の
よ
う
に
「
唯
本
有
説
」
を
破
す
論
述
の
分
量
は
、
比
較
的
に
少
な
い
の
で
す
が
、
次
の
「
唯
新
重

説
」
を
破
斥
す
る
部
分
に
は
、
そ
の
倍
以
上
の
長
さ
の
論
文
を
費
や
し
て
い
ま
す
。
別
に
分
量
で
、
そ
の
主
意
が
計
ら
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
、
護
法
の
種
子
起
因
に
対
す
る
考
え
方
は
両
方
の
説
義
を
認
め
な
が
ら
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
種
姓
論
の
上

か
ら
も
本
有
説
に
す
わ
っ
て
理
解
し
て
い
る
も
の
と
、
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
『
成
唯
識
論
』
が
こ
こ
で
、
「
唯
本

有
説
」
を
牽
制
す
る
わ
け
は
、
有
名
な
『
大
乗
阿
毘
達
磨
経
』
の
偏
に
出
て
ま
い
り
ま
す
「
諸
法
を
識
に
お
い
て
蔵
す
。
識
を
法
に
於
て

○
Ｏ
○
Ｏ

も
亦
爾
な
り
。
更
互
に
果
性
と
為
り
、
亦
常
に
因
性
と
為
る
。
」
と
い
う
、
識
（
第
八
）
と
諸
法
（
七
転
）
と
の
互
為
因
果
の
経
説
に
も

七
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Ｃ
Ｏ
０
０

さ
て
、
つ
い
で
、
「
唯
新
雲
義
」
を
破
す
と
こ
ろ
の
三
行
め
に
、
「
分
別
論
者
は
是
の
説
を
作
し
て
…
．
：
」
云
々
と
、
こ
こ
に
「
分
別
論

。
０
０
Ｏ

者
」
と
称
さ
れ
る
者
の
考
え
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
分
別
論
者
と
は
、
「
述
記
』
（
巻
二
末
）
に
も
、
砒
婆
闇
婆
提
（
ぐ
－
９
ぃ
弓
騨
ぐ
目
言
）
と
い

○
Ｏ

う
原
語
の
音
写
を
出
し
、
こ
こ
で
は
一
口
に
い
っ
て
、
「
心
性
本
浄
」
を
説
く
も
の
の
学
説
一
般
を
指
し
て
い
ま
す
。
一
般
に
、
分
別
と

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
菖
冒
目
魑
で
す
の
で
、
こ
こ
に
い
う
言
葉
も
、
本
来
は
、
「
教
法
を
種
々
の
立
場
か
ら
類
別
・
分
析
・
論
議
す

る
者
」
の
意
に
通
ず
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
古
く
、
初
期
仏
教
時
代
に
は
、
仏
教
徒
が
外
道
に
対
し
て
、
自
分
の
立
場
を
「
分
別
説
」
・

「
分
別
論
者
」
な
ど
と
称
し
た
と
か
、
あ
る
い
は
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
の
伝
承
に
、
「
分
別
説
部
」
す
な
わ
ち
国
冒
騨
ご
画
く
目
白
と
い
わ
れ

た
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
用
語
自
体
は
、
非
常
に
古
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
一
方
、
こ
こ
に
関
連
す
る
「
心
浄
客
塵
」

の
考
え
方
は
、
す
で
に
『
阿
含
』
’
一
カ
ー
ャ
の
増
支
部
に
も
、
た
と
え
ば
、
「
比
丘
衆
よ
、
こ
の
心
は
極
光
浄
な
り
。
而
し
て
其
は
客
の

随
煩
悩
に
雑
染
せ
ら
れ
た
り
。
」
（
「
南
伝
大
蔵
経
」
一
七
・
一
四
頁
）
な
ど
と
い
う
、
同
類
の
文
が
列
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
な
り
古
い

思
想
の
一
部
に
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
成
唯
識
論
』
の
註
疏
等
（
「
述
記
」
二
末
・
「
枢
要
」
上
未
・
「
了
義
灯
」
巻

三
・
「
演
秘
」
二
末
）
に
指
示
す
る
「
分
別
論
者
」
と
は
、
か
な
り
幅
ひ
ろ
く
、
と
く
に
取
意
す
れ
ば
大
衆
部
等
の
四
部
、
お
よ
び
大
乗
の
異

師
（
心
掴
師
）
と
し
て
、
「
心
性
本
浄
客
塵
煩
悩
」
を
説
く
、
如
来
蔵
的
な
思
想
の
主
張
を
、
ひ
っ
く
る
め
て
「
分
別
論
者
」
と
申
し
て

０
０

と
づ
く
、
菫
習
の
理
を
成
り
立
た
し
め
る
た
め
に
、
本
有
の
み
の
立
場
だ
け
に
偏
る
の
は
い
け
な
い
と
、
こ
れ
を
も
っ
て
唯
本
有
義
批
判
卯

そ
こ
で
、
『
成
唯
識
論
』
で
は
、
「
分
別
論
者
が
是
の
説
を
作
し
て
、
心
性
は
本
よ
り
浄
な
れ
ど
も
、
客
塵
煩
悩
に
染
汚
せ
ら
れ
た
る
が

故
に
、
名
づ
け
て
雑
染
と
為
し
、
煩
悩
を
離
れ
ぬ
る
時
に
転
じ
て
無
漏
と
成
る
故
に
、
無
漏
の
法
は
因
無
く
し
て
生
ず
る
も
の
に
は
非
ず

０
○
○

と
、
雛
ど
も
。
」
と
述
べ
て
、
す
な
わ
ち
、
心
性
本
浄
説
で
は
、
も
と
も
と
心
性
は
清
浄
だ
け
れ
ど
も
客
塵
の
煩
悩
に
覆
わ
れ
て
染
汚
さ

れ
て
い
る
の
で
、
よ
っ
て
煩
悩
が
離
れ
た
ら
そ
れ
が
無
漏
法
と
な
っ
て
開
悟
す
る
の
だ
、
と
い
う
理
由
の
も
と
に
、
無
漏
法
の
「
因
が
無

お
り
ま
す
。

の
根
拠
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。



く
て
」
転
成
す
る
の
で
は
な
い
の
だ
と
、
「
そ
の
よ
う
に
い
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
。
」
、
と
い
っ
て
、
批
判
の
材
料
を
分
別
論
者
の
答
意

に
寄
せ
て
引
き
出
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
心
性
本
浄
客
塵
煩
悩
」
の
文
は
、
そ
こ
に
「
無
垢
称
経
』
と
傍
註
し
て
あ
り
ま
す
よ
う

に
、
い
わ
ゆ
る
『
維
摩
経
』
の
玄
英
訳
か
ら
と
っ
た
も
の
で
す
。

『
成
唯
識
論
』
が
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
難
じ
方
を
す
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
の
前
叙
に
、
「
初
道
無
因
の
難
」
と
「
枢
要
』
の

註
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
『
論
』
文
に
「
有
為
の
無
漏
は
因
縁
無
き
が
故
に
、
生
ず
る
こ
と
を
得
ざ
る
応
し
・
」
と
評
し
て
、
す
な
わ
ち
、

無
漁
因
は
無
漏
果
を
生
み
、
有
漏
因
は
有
漏
果
を
生
ず
べ
き
と
の
前
提
に
立
っ
て
、
因
果
関
係
の
雑
乱
不
明
な
る
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る

わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
有
漏
因
が
無
漏
果
を
生
じ
た
り
、
逆
に
無
漏
因
が
有
漏
果
を
生
ず
る
な
ど
と
い
う
発
想
に
対
し
て
、
『
成
唯
識
論
』

の
考
え
は
、
非
常
に
抵
抗
を
示
す
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
心
性
が
も
と
よ
り
清
浄
な
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
客
塵
煩
悩
に

よ
っ
て
雑
染
さ
れ
る
こ
と
事
態
も
お
か
し
い
で
は
な
い
か
、
と
い
い
た
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
も
し
、
分
別
論
者
が
、
煩
悩
を
離
れ
た
時

に
無
漏
法
の
顕
れ
く
る
の
は
、
心
性
が
本
来
浄
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
よ
っ
て
聖
道
産
成
ず
る
の
に
決
し
て
原
因
が
無
い
の
で
は
な
い
、

。
。

と
主
張
す
る
の
な
ら
ば
、
『
成
唯
識
論
』
の
立
場
す
な
わ
ち
論
主
は
、
座
り
直
し
て
問
題
を
根
本
に
も
ど
し
、
次
に
「
心
性
と
い
う
言
は
、

彼
れ
何
の
義
を
か
説
く
。
」
と
い
い
換
え
て
、
さ
き
の
経
文
に
い
う
「
心
性
と
は
何
ぞ
や
」
と
、
あ
ら
た
め
て
問
い
進
め
る
わ
け
で
す
。

○
○

そ
こ
で
、
「
別
に
理
を
以
て
徴
す
」
と
あ
る
傍
註
の
内
容
に
二
つ
ご
ざ
い
ま
す
が
、
初
め
に
、
心
性
と
は
、
も
し
「
空
な
ら
ば
因
に
非

ざ
る
、
へ
し
と
難
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、
『
論
』
文
は
「
若
し
空
理
を
説
く
と
い
わ
ば
、
空
は
心
の
因
に
非
ざ
る
べ
し
。
常
法
は
定
ん
で
諸

法
の
種
子
に
非
ざ
る
を
も
っ
て
、
体
前
後
に
し
て
転
変
す
る
こ
と
無
き
を
以
て
の
故
に
。
」
と
述
尋
へ
て
反
論
し
ま
す
。
こ
こ
に
い
う
、
「
空

○
Ｏ

理
」
と
は
、
『
述
記
』
の
傍
註
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
真
如
の
こ
と
を
指
す
と
し
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
も
し
、
心
性
が
真
如
で
あ
る

０
０
０

と
説
く
な
ら
ば
、
真
如
な
る
空
理
は
無
為
法
で
あ
る
か
ら
、
常
法
が
心
の
因
に
な
る
筈
は
な
い
し
、
当
然
、
刹
那
減
す
る
ご
と
き
種
子
に

０

０

は
な
り
得
な
い
こ
と
を
論
じ
、
さ
ら
に
、
常
法
真
如
の
体
が
前
後
に
転
変
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
果
を
取
与
す
る
因
と
は
な
り
得

な
い
こ
と
を
強
調
し
ま
す
。
こ
と
に
、
こ
こ
で
い
う
「
心
の
因
」
と
は
、
唯
識
の
場
合
、
諸
法
の
種
子
を
指
す
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
種
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子
は
、
す
で
に
「
刹
那
減
」
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
真
如
」
を
簡
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、
種
子
は
、
「
種
子
生
種
子
」

と
刹
那
生
滅
を
繰
り
返
し
な
が
ら
（
異
時
）
、
縁
に
ふ
れ
て
「
種
子
生
現
行
・
現
行
窯
種
子
」
な
る
三
法
の
展
転
（
同
時
）
が
な
さ
れ
る
わ

け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
わ
ば
〃
動
く
因
果
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
〃
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
種
子
は
、
無
常
法
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け
で
、
し
た
が
っ
て
空
理
な
る
常
法
が
「
心
因
」
と
し
て
の
種
子
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
無
い
の
だ
、
と
非
難
い
た
し
ま
す
。

次
に
、
傍
註
の
二
つ
め
に
、
後
は
「
（
依
他
）
起
心
な
ら
ば
浄
に
非
ざ
る
べ
し
と
難
ず
」
と
あ
っ
て
、
八
と
お
り
の
難
文
を
叙
述
し
て

い
き
ま
す
。
そ
の
第
一
に
「
相
は
転
じ
て
体
は
常
な
る
べ
し
と
の
難
」
と
あ
る
よ
う
に
、
『
論
』
文
で
は
、
「
若
し
即
ち
心
（
依
他
心
）
を

説
く
と
い
わ
ば
、
数
論
の
相
は
転
変
す
と
趾
も
、
而
も
体
は
常
・
一
な
り
と
い
う
に
同
じ
ぬ
応
し
・
」
と
述
べ
て
、
す
な
わ
ち
「
心
性
」
を

Ｏ

心
の
体
と
説
く
な
ら
ば
、
こ
の
な
か
に
説
く
「
心
」
は
、
数
論
（
留
鳥
ご
餌
）
の
ご
と
き
、
大
（
覚
１
９
呂
冨
）
等
の
相
は
転
変
す
る
け
れ

○

ど
も
、
体
（
目
性
諦
Ｉ
冒
騨
買
巳
は
常
・
一
で
あ
る
、
と
す
る
矛
盾
し
た
理
屈
と
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
難
ず
る
わ
け
で

す
。
こ
こ
で
い
お
う
と
す
る
意
味
は
、
体
（
減
）
と
（
得
）
相
と
の
、
転
変
の
関
係
を
問
い
な
お
し
つ
つ
、
有
漏
を
「
相
」
と
為
し
、
「
性
」

（
常
）
を
無
漏
な
り
と
す
る
よ
う
な
、
暖
昧
な
考
案
を
難
じ
て
、
次
の
「
二
性
が
同
ず
ゞ
へ
し
と
い
う
難
」
に
移
る
わ
け
で
す
。
そ
の
第
二

の
『
論
』
文
に
は
、
「
悪
と
無
記
と
の
心
も
、
是
れ
善
な
る
応
し
・
」
と
い
う
よ
う
に
、
右
の
道
理
か
ら
推
せ
ば
、
「
心
性
」
は
浄
で
あ
る
の

だ
か
ら
、
悪
（
不
善
）
お
よ
び
無
記
の
「
心
相
」
も
、
す
べ
て
「
善
」
に
な
る
よ
う
な
、
破
綻
を
き
た
す
で
あ
ろ
う
と
非
難
す
る
わ
け
で
す
。

次
は
、
時
間
の
関
係
か
ら
三
・
四
・
五
の
難
を
省
略
し
て
、
第
六
の
「
治
と
障
と
の
性
が
同
な
る
、
へ
し
と
の
難
」
に
進
め
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
こ
こ
に
あ
た
る
『
論
』
文
に
は
、
「
若
し
、
有
漏
心
の
性
が
是
れ
無
漏
な
り
と
い
わ
ば
、
無
漏
心
の
性
は
是
れ
有
漏
な
る
応
し
・

差
別
な
る
因
縁
は
得
べ
か
ら
不
る
が
故
に
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
有
漏
心
の
性
が
、
本
浄
に
よ
っ
て
無
漏
な
る
も
の
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
無
漏
心
の
性
も
有
漏
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
結
局
は
、
無
漏
・
有
漏
同
一
の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
な
ら
ば
、
能
対
治
と
所

対
治
と
の
関
係
が
同
格
に
な
っ
て
、
こ
れ
を
峻
別
す
る
道
理
が
成
り
立
た
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
、
批
判
い
た
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
無

漏
は
有
漏
に
対
す
る
能
対
治
で
あ
り
、
無
漏
に
よ
っ
て
対
治
さ
れ
る
も
の
が
有
漏
法
で
す
か
ら
、
こ
れ
の
論
理
に
立
っ
て
、
心
の
性
が
互
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い
に
同
一
と
な
れ
ば
、
所
治
の
「
障
」
と
能
治
の
「
治
」
と
の
意
味
が
、
失
わ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
す
。
要
す
る
に
、
有
漏
な
ら
有
漏
、

無
漏
な
ら
無
漏
と
区
別
す
る
因
縁
、
こ
の
場
合
の
「
因
縁
」
は
所
由
・
道
理
の
意
味
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
「
治
」
と
「
障
」
と
を
判
別

す
る
理
が
、
成
り
立
た
な
く
な
る
と
い
う
難
評
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
第
七
に
は
、
前
論
を
う
け
て
「
凡
夫
が
聖
を
起
こ
す
べ
し
と
の
難
」
が
出
さ
れ
、
そ
の
『
論
』
文
に
は
、
「
又
異
生
の
心
は

若
し
是
れ
無
漏
な
り
と
い
わ
ば
、
則
ち
異
生
の
位
に
無
漏
が
現
行
す
べ
し
。
聖
者
と
名
く
応
し
・
若
し
異
生
の
心
が
性
は
無
漏
な
り
と
誰

も
、
而
も
相
は
染
有
る
を
も
っ
て
無
漏
と
名
け
ず
、
そ
へ
に
斯
の
過
無
し
と
い
わ
ば
、
則
ち
心
の
種
子
も
亦
無
漏
に
非
ざ
る
べ
し
。
」
と
、

述
舎
へ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
異
生
」
と
は
凡
夫
の
こ
と
で
す
か
ら
、
凡
夫
の
心
が
、
性
清
浄
な
る
に
よ
っ
て
無
漏
だ
と
い
う
な
ら
ば
、
す

な
わ
ち
凡
夫
の
位
に
も
無
漏
が
現
行
し
て
、
そ
れ
は
聖
者
と
名
づ
け
て
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
論
じ
ま
す
。
さ
ら
に
、
も
し
、
分
別
論

者
が
、
異
生
の
心
は
性
が
無
漏
な
れ
ど
も
、
現
行
す
る
相
が
染
汚
さ
れ
て
い
る
の
で
無
漏
と
は
名
づ
け
な
い
だ
け
で
、
し
た
が
っ
て
、
こ

れ
に
つ
い
て
の
過
失
は
無
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
異
生
の
心
の
種
子
も
、
も
と
も
と
無
漏
で
は
な
い
（
有
漏
で
あ
る
）
、
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
と
批
評
い
た
し
ま
す
。
つ
い
で
、
そ
の
理
由
の
根
拠
を
、
第
八
の
「
現
と
種
と
は
同
な
る
応
し
と
の
難
」
と
あ
る
『
論
』

文
に
は
、
「
何
が
故
ぞ
、
汝
が
論
に
有
る
異
生
は
、
唯
だ
無
漏
の
種
子
を
成
就
せ
る
こ
と
を
得
る
と
の
み
説
け
る
。
種
子
と
現
行
と
の
性

と
相
と
は
同
な
る
が
故
に
。
」
と
述
令
へ
て
、
つ
ま
り
『
琉
伽
論
』
（
巻
五
七
）
等
に
み
え
る
分
別
論
者
の
意
と
し
て
は
、
異
生
は
た
だ
無
漏
の

０
０

種
子
を
成
就
す
る
と
だ
け
説
い
て
は
い
る
が
、
こ
れ
の
現
行
ま
で
成
ず
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
、
本
来
、
種
子
と
現
行
と
の
性
と
相
と
は

０

０

同
類
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
種
子
の
性
が
無
漏
な
の
に
、
現
行
の
相
が
有
漏
と
な
る
よ
う
な
、
お
か
し
な
理
は
な
い
の

で
あ
る
と
、
こ
れ
を
論
難
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

要
す
る
に
、
以
上
は
、
無
漏
で
あ
る
性
が
有
漏
の
相
を
あ
ら
わ
す
結
果
と
な
る
同
類
の
因
果
を
雑
乱
す
る
が
ご
と
き
、
「
心
性
本
浄
客
兜

む
す
び



塵
煩
悩
」
（
経
文
）
に
対
す
る
解
釈
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
真
如
・
如
来
蔵
縁
起
的
な
思
考
を
否
定
し
つ
つ
、
有
漏
は
ど
こ
ま
で
も
有
漏
、

無
漏
は
ど
こ
ま
で
も
無
漏
で
あ
る
と
す
る
、
等
流
の
因
果
律
に
則
っ
て
理
解
し
て
い
る
思
想
が
、
『
成
唯
識
論
』
に
お
け
る
護
法
論
師
の

立
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
右
の
「
心
性
」
義
を
中
心
と
し
た
本
浄
説
に
対
す
る
論
主
の
自
解
、
す
な
わ
ち
結
論
に
は
、
頭
註
に
．
、
識
の
実
性
に
約
し

て
釈
す
」
と
示
し
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
『
論
』
文
で
は
、
「
然
も
契
経
に
、
心
の
性
が
浄
な
り
と
説
け
る
は
、
心
は
空
理
に
顕
は
さ
れ
る

所
の
真
如
を
説
く
と
い
う
こ
と
な
り
。
真
如
は
是
れ
心
の
真
実
性
な
る
が
故
に
。
」
と
、
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
い
う
「
契
経
」
と
は

○

○
Ｏ

『
勝
曼
経
』
を
指
し
、
そ
れ
に
説
か
れ
る
「
心
性
浄
」
の
心
と
は
、
空
の
理
に
顕
わ
さ
れ
た
真
如
を
意
味
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ち
ょ
っ
と
説
明
を
要
し
ま
す
が
、
つ
ま
り
唯
識
で
は
、
空
が
即
真
如
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
解
釈
せ
ず
、
す
な
わ

○
Ｏ

ち
我
法
の
二
空
に
よ
っ
て
顕
わ
さ
れ
る
理
法
が
、
真
如
で
あ
る
と
い
た
し
ま
す
。
い
い
換
え
れ
ば
、
即
空
の
真
如
で
は
な
く
て
、
「
空
」

○
Ｏ

と
は
あ
く
ま
で
我
法
の
二
空
そ
の
も
の
を
い
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
顕
れ
い
で
る
「
二
空
所
顕
の
理
法
」
が
真
如
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、

Ｏ「
心
は
空
の
理
に
顕
は
さ
れ
る
真
如
」
と
い
う
表
現
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
心
性
と
は
「
心
之
性
」
と
い
う
意
味
で
真
如
を
指
し
、

同
時
に
、
真
如
は
心
の
真
実
性
と
な
り
ま
す
か
ら
、
つ
ま
り
「
識
の
実
性
」
を
意
味
し
て
い
る
理
解
と
な
り
ま
す
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な

「
心
真
如
」
の
用
語
は
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
や
『
中
辺
分
別
論
』
、
あ
る
い
は
『
起
信
論
』
等
に
も
よ
く
用
い
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
ｏ
詳
冨
‐

国
昏
Ｐ
風
の
意
味
で
、
同
時
に
「
心
法
性
」
・
洋
画
‐
号
胃
目
鱒
国
の
言
葉
に
も
通
ず
る
も
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
「
心
の
性
」
と
し

０
○

て
の
真
如
、
す
な
わ
ち
「
唯
識
の
実
性
」
た
る
真
如
を
指
す
わ
け
で
、
結
局
は
、
真
如
が
清
浄
な
の
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
、
ま
ず
そ
の

次
に
護
法
は
、
頭
註
の
「
二
、
依
他
性
に
約
し
て
釈
す
」
に
あ
た
る
『
論
』
文
で
、
「
或
は
説
く
。
心
の
体
は
煩
悩
に
非
ざ
る
が
故
に
、

性
本
よ
り
浄
と
名
け
た
り
。
有
漏
心
の
性
が
是
れ
無
漏
な
る
が
故
に
本
よ
り
浄
と
名
く
る
に
は
非
ず
。
」
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
に
述
べ
る
、

０
０

心
の
体
と
は
、
「
依
他
心
の
体
」
を
い
い
、
依
他
起
の
心
の
体
性
そ
の
も
の
は
煩
悩
と
は
い
え
な
い
か
ら
（
煩
悩
は
心
所
）
、
そ
の
点
を
指

て
の
真
如
、

一
点
で
す
。
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し
て
「
心
性
本
浄
」
と
名
け
た
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
有
漏
心
の
本
性
が
、
無
漏
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
本
性

浄
」
と
言
っ
た
の
で
は
な
い
と
す
る
の
が
、
こ
こ
の
護
法
論
師
の
結
語
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
「
心
性
本
浄
」
と
い
う
経
説
は
、
真
如
が
無
漏
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
指
し
て
清
浄
と
い
っ
た
の
で
あ
り
、
一
方
、
依
他

心
の
体
に
寄
せ
て
解
釈
す
れ
ば
、
依
他
心
自
体
が
煩
悩
で
は
な
い
と
の
点
で
本
よ
り
浄
と
表
現
し
た
の
で
あ
っ
て
、
と
く
に
、
我
々
の
有

漏
心
す
な
わ
ち
煩
悩
の
汚
れ
あ
る
心
を
、
も
と
よ
り
無
漏
清
浄
だ
と
い
っ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
『
成
唯
識
論
』
の
、
い
わ
ば
大

乗
思
想
に
お
け
る
、
根
本
的
な
思
考
の
特
徴
と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
に
も
と
づ
い
て
、
私
が
最
後
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
一
貫
し
て
「
成
唯
識
論
』
に
流

れ
て
い
る
こ
と
と
同
時
に
、
こ
の
よ
う
な
思
考
が
、
と
く
に
日
本
仏
教
の
ご
と
き
、
一
乗
性
宗
の
流
れ
に
浸
っ
て
い
る
私
ど
も
に
と
っ
て

は
、
大
乗
の
長
所
と
も
い
う
雫
へ
き
「
性
相
融
即
」
の
特
色
を
削
っ
て
し
ま
っ
て
、
思
想
の
幽
遠
さ
を
失
な
え
る
、
い
わ
ゆ
る
三
乗
の
権
教

と
受
け
と
ら
れ
や
す
い
こ
と
も
た
し
か
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
、
仏
教
が
、
本
来
、
転
迷
開
悟
の
成
仏
を
目
指
し
な
が
ら
も
、
一
部
の
教
学
に
は
、
安
直
に
人
間
の
本
性
を
無
漏
と
肯
定
し
、

あ
る
い
は
そ
の
依
報
た
る
世
間
を
、
妙
有
的
に
肯
定
し
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
思
想
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
自
体
は
、
人
間
本
来
の
も

て
る
人
間
中
心
主
義
と
呼
応
し
て
、
理
と
し
て
受
け
容
れ
や
す
い
教
学
史
の
展
開
を
み
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
思
潮
の
な
か
に
あ
っ
て
、

「
成
唯
識
論
』
が
、
冷
静
に
、
人
間
は
あ
く
ま
で
有
漏
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
執
鋤
な
ま
で
に
無
漏
本
浄
と
の
妥
協
を
許
さ

ぬ
毅
然
と
し
た
態
度
は
、
哲
学
的
な
反
省
の
学
説
と
し
て
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
長
い
歩
み
を
も
つ
仏
教
学
史
に
お
い
て
、
現
在
も
な
お
『
成
唯
識
論
』
が
、
道
理
的
な
説
明
の
論
典
と
し
て
研
学
さ
れ
る
仏
教

学
的
需
要
の
意
義
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
人
間
の
有
漏
性
が
存
続
す
る
限
り
、
唯
識
仏
教
の
立
場
か
ら
人
間
の
真
相
を
知
る
鏡
と
し
て
、

『
成
唯
識
論
』
は
永
久
に
重
視
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
し
、
そ
の
意
味
で
「
本
論
」
は
～
古
く
し
て
常
に
新
し
い
仏
教
論
書
と
、
い
う

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（
本
稿
は
一
九
八
七
年
十
二
月
七
日
、
公
開
講
演
会
の
筆
録
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
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