
こ
こ
に
い
う
佛
性
思
想
と
は
、
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
な
い
し
は
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
お
け
る
佛
性
思
想
、
す
な
わ
ち
、
究
寛
一
乗
宝
性
論

（
以
下
「
宝
性
論
」
と
略
称
）
を
所
依
の
論
害
（
織
鼻
３
．
規
範
的
典
籍
）
と
し
た
佛
性
思
想
で
あ
る
。

さ
て
、
佛
性
思
想
と
い
え
ば
、
そ
の
旗
印
は
、
初
期
の
佛
教
以
来
の
「
本
性
清
浄
客
塵
煩
悩
」
も
そ
の
随
一
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り

何
と
い
っ
て
も
、
「
一
切
有
情
悉
有
佛
性
」
こ
そ
が
最
も
基
本
的
な
旗
印
で
あ
り
、
こ
の
「
悉
有
佛
性
」
こ
そ
が
佛
性
思
想
を
思
想
た
ら

し
め
て
い
る
生
命
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
悉
有
佛
性
」
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
と
な
っ
て
い
な
い
佛
性
思

想
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
重
ね
て
い
え
ば
、
「
悉
有
佛
性
」
と
い
う
こ
と
を
基
本
と
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
い
か

に
佛
性
思
想
が
問
題
に
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
不
毛
な
徒
労
に
終
る
戯
論
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
佛
性
思
想
に
と
っ
て
、
「
悉
有
佛
性
」
の
思
想
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
「
悉
有
佛
性
（
こ
と
ご
と
く
佛

、

性
を
有
す
）
」
と
い
う
表
現
に
お
い
て
、
「
悉
有
」
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
悉
有
」
と
い
う
こ
の
有
的
な
思
想

表
現
の
下
で
、
佛
性
と
は
何
ら
か
の
有
的
な
存
在
で
あ
る
、
と
常
識
的
に
速
断
さ
れ
、
そ
れ
で
了
解
さ
れ
得
て
い
る
も
の
と
し
て
そ
の
こ

と
が
当
然
視
さ
れ
、
し
か
も
、
こ
の
速
断
と
了
解
が
前
提
と
な
っ
て
、
佛
性
思
想
に
対
す
る
い
ろ
い
ろ
な
論
議
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う

佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
の
問
題

｜
問
題
の
所
在

小

川

一

乗
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の
が
大
方
の
偽
ら
ざ
る
事
実
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
れ
で
問
題
は
片
付
い
て
い
る
と
い
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
改
め
て
問
い
直
す
と
き
、
そ
れ
は
、
「
悉
有
佛
性
」
と
い
う
有
的
な
表
現
の
下
で
、
と
も
す
る
と
お
ち
入
り
や
す

い
独
断
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
程
、
不
明
確
な
ま
ま
で
論
議
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

い
ま
こ
こ
に
、
「
悉
有
佛
性
」
と
い
う
表
現
の
下
で
、
〃
佛
性
と
は
何
ら
か
の
有
的
な
存
在
で
あ
る
〃
と
考
え
る
そ
の
常
識
性
と
当
然
性

に
対
し
て
疑
念
が
持
た
れ
、
「
悉
有
」
と
い
う
有
的
な
表
現
の
意
味
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

①

何
と
な
れ
ば
、
す
で
に
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
宝
性
論
に
お
い
て
、
陀
羅
尼
自
在
王
経
を
教
証
と
し
て
、
三
次
第
法
輪
が
説
か
れ
て

い
る
中
で
、
第
三
次
第
と
し
て
の
佛
性
思
想
は
、
第
二
次
第
の
般
若
空
観
を
自
ら
と
同
じ
了
義
（
昌
菌
洋
冨
・
意
味
が
明
瞭
な
）
の
も
の

と
規
定
し
、
自
ら
を
そ
の
方
便
分
と
見
な
し
て
い
る
と
、
宝
性
論
の
註
釈
者
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
意
味
は
、
唯
識
思
想
の
よ
う
に
、
自
ら
を
般
若
空
観
の
発
展
々
開
し
た
も
の
と
見
な
し
、
般
若
空
観
を
未
了
義
（
口
①
圃
制
昏
凹
・

意
味
が
不
明
瞭
な
）
の
も
の
と
規
定
し
、
自
ら
を
了
義
の
も
の
と
規
定
す
る
立
場
に
あ
っ
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
悉
有
」
と
い
う
有
的
表

現
は
、
唯
識
思
想
が
自
ら
を
般
若
空
観
の
無
的
な
立
場
を
克
服
し
た
「
無
の
有
」
の
立
場
と
規
定
す
る
如
く
に
、
そ
れ
と
同
様
に
、
般
若

空
観
の
無
的
な
立
場
を
有
的
に
表
現
し
た
「
無
の
有
」
の
立
場
の
表
明
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
同
じ
・
〈
タ
ー
ン
と
し
て
可
能
で
あ
ろ
う

が
、
宝
性
論
に
お
け
る
三
次
第
の
内
容
か
ら
し
て
そ
れ
は
可
能
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佛
性
思
想
が
、
一
切
法
空
と

い
う
般
若
空
観
の
立
場
を
未
了
義
の
も
の
と
規
定
し
、
自
ら
の
「
悉
有
佛
性
」
の
立
場
を
了
義
の
も
の
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
無
の
有
」
の
立
場
と
し
て
、
般
若
空
観
の
無
的
な
立
場
を
有
的
に
克
服
し
た
も
の
と
単
純
に
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
史
上
の
基
本
点
に
つ
い
て
、
宝
性
論
に
お
け
る
佛
性
思
想
は
、
一
切
法
空
と
い
う
無
的
な
般
若
空
観
の
立

場
を
了
義
の
も
の
と
規
定
し
た
上
で
、
自
ら
を
「
悉
有
佛
性
」
と
し
て
有
的
に
表
明
し
、
し
か
も
、
い
わ
ゆ
る
「
無
の
有
」
と
い
う
唯
識

②

思
想
的
な
立
場
に
自
ら
を
立
た
し
め
る
こ
と
を
強
く
拒
絶
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
無
的
な
般
若
空
観
を
了
義
の
も
の
と
規
定
し
、
し
か
も
、
自
ら
の
思
想
を
有
的
に
表
明
す
る
こ
と
は
、
佛
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性
思
想
の
自
己
矛
盾
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起
が
必
然
的
に
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
佛
性
思
想
に
と
っ
て
は
、
こ
の
問
題

提
起
に
対
す
る
自
己
釈
明
が
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
性
論
に
お
い
て
も
、

「
そ
れ
ぞ
れ
〔
の
般
若
経
〕
に
お
い
て
、
雲
や
夢
や
幻
の
如
く
に
、
一
切
の
所
知
は
、
畢
寛
じ
て
空
で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
説
か
れ

た
の
に
、
し
か
も
、
諸
佛
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
有
情
の
中
に
佛
性
が
有
る
と
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
説
か
れ
る
の
か
」
命
算
白
山
圏
。
）

と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
明
確
な
説
明
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
、
佛
性
思
想
に
は
基
本
的
に
課
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
問
題
提
起
が
佛
性
思
想
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
理
由
は
、
佛

性
思
想
が
唯
識
思
想
の
よ
う
に
般
若
空
観
を
未
了
義
の
も
の
と
規
定
し
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
な
く
、
ま
し
て
や
、
そ
れ
を

否
定
媒
介
と
し
た
も
の
で
も
な
い
と
い
う
一
点
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
こ
の
問
題
提
起
は
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
あ
っ
て
は
、
き
わ
め
て
重
視
さ
れ
、
よ
り
具
体
的
に
、

「
如
来
蔵
経
の
中
に
、
〃
一
切
有
情
の
相
続
の
中
に
佛
蔵
（
如
来
蔵
）
が
有
る
″
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。
何
と
な
れ

③

ぱ
、
般
若
経
の
中
に
〃
一
切
法
は
諦
空
に
し
て
夢
の
如
く
幻
の
如
く
で
あ
る
″
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

と
い
う
質
疑
に
よ
っ
て
、
佛
性
に
つ
い
て
の
論
議
が
は
じ
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
重
ね
て
説
明
す
る

ま
で
も
な
く
、
佛
性
思
想
が
般
若
空
観
を
了
義
の
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
未
了
義
の
も
の
と
す
べ
き

で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
と
、
そ
れ
で
も
な
お
、
般
若
空
観
を
了
義
の
も
の
と
規
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
佛
性
思
想
が
説
か
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
思
想
的
な
必
然
性
を
自
ら
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
性
と
必
然
性
と
い
う
二

点
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
と
、
そ
れ
に
対
す
る
釈
答
に
つ
い
て
は
、
宝
性
論
の
註
釈
の
中
で
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
が
委
細
に
論
究
し
て

④

い
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
佛
性
思
想
の
基
本
に
か
か
わ
る
問
題
提
起
に
対
し
て
、
佛
性
思
想
で
は
ど
の
よ
う
に
応
答
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
問
題
提
起
に
対
し
て
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
〃
空
性
の
問
題
″
と
い
う
佛
教
と
し
て
最
も
本
質
的
な
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と
こ
ろ
で
応
答
し
よ
う
と
し
て
い
る
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
の
思
想
的
動
向
に
基
い
て
、
佛
性
思
想
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
明
確
に
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
佛
性
思
想
は
「
悉
有
佛
性
」
を
抜
き
に
し
て
説
か
れ
え
な
い
が
、
そ
の
「
悉
有
佛
性
」
と
い
う
表
現
に
お

い
て
示
さ
れ
て
い
る
真
意
は
空
性
の
問
題
を
離
れ
て
明
確
に
し
え
な
い
こ
と
を
論
究
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
よ
う
な
チ
今
ヘ
ッ
ト
佛
教
に
お
け
る
思
想
的
動
向
は
、
も
と
よ
り
宝
性
論
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
。

さ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
お
い
て
、
「
悉
有
佛
性
」
と
い
う
佛
性
思
想
の
思
想
的
な
意
義
が
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
の
問
題
と
い

う
最
も
本
質
的
な
事
柄
の
上
で
明
確
に
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
の
問
題
は
、

チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
お
い
て
は
じ
め
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
宝
性
論
に
お
い
て
、
す
で
に
、

「
空
性
の
義
理
に
お
い
て
説
か
れ
る
如
来
蔵
」
と
い
う
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
科
文
が
附
さ
れ
て
い
る
部
分
に
お
い
て
、
佛
性
思
想
に
お

け
る
空
性
の
問
題
は
、
明
確
に
選
択
さ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宝
性
論
の
こ
の
部
分
に
対
す
る
註
釈
が
中
心
と
な

っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
で
は
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
の
問
題
が
詳
細
に
論
究
さ
れ
明
確
に
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
と
も
あ
れ
、
宝
性
論
に
お
い
て
空
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
部
分
の
紹
介
を
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
そ
の
は

じ
め
に
空
性
に
対
す
る
二
種
類
の
邪
解
が
示
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
た
後
に
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
に
対
す
る
正
し

い
了
解
が
説
明
さ
れ
る
と
い
う
次
第
を
取
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
は
じ
め
に
、
宝
性
論
に
お
い
て
批
判
さ
れ
て
い
る
空
性
に
対
す
る
二
種

類
の
邪
解
を
紹
介
す
る
と
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

（
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
部
分
が
宝
性
論
本
文
で
あ
り
、
他
は
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
註
釈
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。
）

お
け
る
本
性
空
性
な
る
如
来
蔵
（
佛
性
）
を
理
解
す
る
こ
と
を
見
失
っ
て
い
る
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
そ
の
中
、

空
性
に
対
し
て
心
が
動
乱
し
て
い
る
者
は
、
新
た
に
大

二
宝
性
論
に
お
い
て
批
判
さ
れ
て
い
る
空
性

乗
に
発
趣
し
た
ば
か
り
の
菩
薩
た
ち
で
あ
っ
て
、
空
性
の
義
理
に
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体
は
諦
有
で
あ
る
と
空
性
を
諦
成
の
も
の
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
空
性
と
見
な
す
」

こ
こ
に
は
、
空
性
を
虚
無
的
に
理
解
す
る
断
見
と
、
実
有
的
に
理
解
す
る
常
見
と
の
二
種
類
の
邪
解
が
批
判
さ
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
宝
性
論
本
文
の
意
図
に
対
し
て
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
註
釈
は
、
本
文
の
意
図
に
即
し
つ
つ
き
わ
め
て
具
体
的
に

そ
の
内
容
を
解
明
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
中
、
第
一
の
空
性
を
虚
無
的
に
理
解
す
る
邪
解
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
阿
毘
達
磨
な
ど
に
お
け
る
空
性
理
解
と
し
て
批
判
さ
れ
て

⑥

い
る
も
の
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
度
々
究
明
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
い
ま
は
、
第
二
の
空
性
を
実
有
的
に
理
解
す
る
邪
解
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
の
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
第
二
の
空
性
を
実
有
的
に
理
解
す
る
邪
解
の
者
と
は
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
〃
琉
伽
行
を
実
修
す
る
唯

心
〔
論
〕
者
の
或
る
者
″
と
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
が
唯
識
思
想
と
そ
の
空
性
理
解
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
空
性
を

真
実
な
も
の
で
な
い
色
等
の
存
在
（
世
間
世
俗
）
よ
り
別
他
な
る
真
実
性
と
見
な
す
空
性
理
解
は
邪
解
で
あ
り
、
そ
れ
は
唯
識
思
想
の
も

の
で
あ
る
と
ヂ
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
に
よ
っ
て
具
体
的
に
指
摘
さ
れ
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
．
の
引

の
菩
提
の
最
勝
を
求
め
て
発
心
し
て
い
る
が
、
し
か
も
、
空
性
の
意
味

ず
、
一
部
の
声
聞
た
ち
が
主
張
す
る
如
く
に
〔
主
張
す
る
〕
大
乗
の
者
は
、

成
な
る
事
物
が
先
に
存
在
し
て
い
て
そ
れ
が
あ
ら
た
め
て
消
滅
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、

よ
り
別
他
な
何
ら
か
の
存
在
で
あ
り
、

を
理
解
し
た
解
脱
門
で
あ
る
と
承
認
す
る
。

て
存
在
す
る
・
諦
有
な
る
）
法
こ
そ
が
、

て
、
証
得
し
実
修
し
よ
う
』
し

②
或
い
は
ま
た
、
偉
大
な
菩
薩
の
球
伽
行
を
実
修
す
る
唯
心
〔
論
〕
者
の
或
る
者
た
ち
は
、
『
徹
底
的
に
伺
察
し
た
道
理
智
に
ょ
っ

一
す
る
本
質
的
な
も
の
が
空
性
と
い
わ
れ
、
そ
れ
よ
り
反
対
な
も
の
と
さ
れ
る
色
等
（
世
間
的
な
一
切
法
）

↓
あ
り
、
そ
れ
ら
色
等
を
寂
滅
す
る
別
の
所
取
能
取
の
事
体
で
あ
る
も
の
を
空
性
の
体
と
な
し
、
そ
の
自

：
１
１
⑤

後
時
に
断
絶
し
て
消
滅
し
た
の
が
般
浬
葉

（
空
性
が
世
間
的
に
は
た
ら
き
を
有
す
る
こ
と
）
を
理
解
せ

貧
欲
な
ど
の
煩
悩
に
し
て
実
有
な
る
（
確
実
な
も
の
と
し

（
完
全
な
る
寂
滅
）
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
諦

人
我
を
道
理
に
よ
っ
て
空
と
な
す
空
性
の
意
味

17



用
文
に
お
い
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宝
性
論
本
文
の
上
に
具
体
的
に
明
言
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
は
な
い
が
、
文
意
や
文
脈
上
か
ら
見
て
、

内
容
的
に
不
当
な
指
摘
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
唯
識
思
想
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
空
性
理
解
は
邪
解
で
あ
る
と
見
な

す
こ
と
が
正
当
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
が
、
宝
性
論
に
お
い
て
、
佛
性
思
想
の
立
場
か
ら
唯
識
思
想
の

空
性
理
解
が
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
批
判
さ
れ
て
い
る
唯
識
思
想
の
空
性
理
解
の
特
徴
は
、
空
性
を
世
間
世
俗
（
色
等
の
一
切
法
）
よ
り
別
他
な
真
実

在
と
し
て
認
知
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
空
性
理
解
は
、
般
若
経
に
説
か
れ
て
い
る
諸
種
の
空
性
の
中
の
「
他
性
空
性

（
ｇ
３
９
習
騨
‐
獣
ご
騨
敵
）
」
に
相
当
せ
し
め
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
８
且
昌
固
昌
ふ
８
１
謡
・
］
月
称
）
の
入

中
論
自
釈
（
旨
且
耳
騨
日
四
風
ぐ
②
３
国
‐
ｇ
尉
冒
）
に
お
い
て
、
十
六
空
性
に
続
い
て
四
空
性
が
説
明
さ
れ
て
い
る
そ
の
中
の
「
他
性
空
性
」
の

内
容
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
加
え
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
そ
の
よ
う
な
他
性
空
性
と
い
う
空
性
理
解
を
三
性

説
に
お
け
る
依
他
起
性
に
対
す
る
批
判
の
中
に
お
い
て
取
り
あ
げ
、
そ
の
点
で
唯
識
思
想
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
チ

や
、
側

ヤ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
、
す
で
に
、
唯
識
思
想
の
空
性
理
解
が
他
性
空
性
と
見
な
さ
れ
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
力

知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
踏
え
て
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
、
宝
性
論
本
文
の
上
に
他
性
空
性
批
判
を
読
み
取
っ
た
と
い
え

な
い
こ
と
も
な
い
が
、
や
は
り
宝
性
論
自
体
に
お
い
て
、
他
性
空
性
が
邪
解
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
、

空
性
理
解
と
い
う
基
本
的
な
点
に
お
い
て
、
宝
性
論
の
思
想
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
ま
ず
、
入
中
論
自
釈
に
お
い
て
、
「
他
性
空
性
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

も
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
性
が
空
性
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
力や

Ａ
、

よ
〃
く
、
宣
言
さ
れ
て
い
る
』
つ
目
ｌ
隠
噌
）

「
そ
の
空
性
の
こ
と
を
、
一
切
法
の
．

『
実
に
諸
佛
が
出
世
す
る
も
出
世
せ
ざ
る
も
、

切
法
の
究
寛
と
し
て
の
真
実
際
（
一
〕
自
国
‐
冒
巳
と
も
、
常
住
不
変
に
し
て
如
実
な
る
真
如
（
冨
昏
曾
融
）
と

事
実
と
し
て
、
一
切
の
事
物

他
性
の
空
性
で
あ
る
』
（
臼
‐
侭
噌
騨
』
さ
）

の
空
性
は
、

最
勝
と
な
れ
る
他
性
（
ｇ
国
匡
〕
習
餌
）
と
し
て
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こ
こ
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
中
観
思
想
Ｉ
プ
ラ
ー
サ
ン
ギ
ヵ
令
国
、
自
唱
富
・
帰
謬
論
証
派
）
中
観
説
Ｉ
の
立
場
か
ら
、

唯
識
思
想
の
空
性
理
解
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
批
判
さ
れ
て
い
る
〃
一
方
に
お
い
て
他
方
は
な
い
と
い
う
あ
り
方
の
空
性
″
と

は
、
ま
さ
し
く
、
他
性
空
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
他
性
空
性
と
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
空
性
な
る
真
実

（
真
実
際
・
真
如
）
は
、
非
真
実
な
る
輪
廻
（
色
等
の
一
切
法
）
を
超
克
し
た
存
在
と
し
て
そ
れ
よ
り
他
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る

か
ら
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
他
性
な
る
空
性
（
一
方
）
に
お
い
て
、
非
真
実
な
る
輪
廻
（
他
方
）
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
は
、
そ
う
い
う
空
性
理
解
に
対
す
る
批
判
が
、
唯
識
思
想
の
三
性
説
に
お
け
る
依
他
起
性

批
判
の
一
環
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
部
も
、
唯
識
思
想
批
判
の
中
で
他
性

判
は
、
入
中
論
自
釈
に
お
け
る
唯
識
思
想
批
判
の
中
に
も
、

「
一
方
な
る
依
他
起
に
お
い
て
、
他
方
な
る
所
取
能
取
一

こ
の
説
明
を
一
見
｛

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

ｌ
⑧

毒
哩
つ
Ｃ
」

は
な
い
と
い
う

次
に
、
こ
の
よ
う
な
他
性
空
性
は
、
佛
性
思
想
に
お
い
て
は
邪
解
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
他
性
空
性
批

は
、
入
中
論
自
釈
に
お
け
る
唯
識
思
想
批
判
の
中
に
も
、
次
の
よ
う
に
管
見
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

事
物
は
存
在
し
な
い
と
、
も
し
説
明
す
る
な
ら
ば
、

で
あ
り
、
輪
廻
よ
り
超
克
し
て
い
る
が
故
に
『
他
性
』
で
あ
る
と

る
智
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
寺
へ
き
事
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
の
本
性
と
し
て
空
性
で
あ
る
。
ま
た
は
、
彼
方
に
あ
る
の
が
『
他
性
」

．
『
真
如
』
・
空
性
を
特
徴
と
し
て
い
る
空
性
が
他
性
空
性
で
あ
る

『

他
性
」

と
は
殊
勝
な
る
真
実
で
あ
る

一
見
す
れ
ば
、
宝
性
論
に
お
い
て
、
唯
識
思
想
の
空
性
理
解
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
こ
の
他
性
空
性
に
相
当
す
る
こ
と

〔
あ
り
方
の
〕
空
性
は
、
〔
七
〕
空
性
す
べ
て
の
中
で
最
低
で
あ
る
〃
と
、
入
拐
伽
経
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で

他
方
な
る
所
取
能
取
を
特
徴
と
す
る
事
物
は
存
在
し
な
い
と
い
う

そ
の
殊
勝
な
る
坐

そ
れ
も
ま
た
道
理
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば

ｂ
の
は
常い

岩
フ
の
が

⑦ｌＬ

I
｝

存
在
す
る
も
（

「
真
実
際
』
で
あ
る
。
不
変
な
る
も
の
と
し
て
の
境
界

の
子
士
め
る

○

、

も
し
ノ
＼
は

〃
大
慧
よ
、
一
方
に
お
い
て
他
方

〔
あ
り
方
の
〕
空
性
に
よ
っ
て
、

、

『
他
性
』

と
は
卓
越
せ

19



空
性
的
な
空
性
理
解
に
対
す
る
批
判
を
行
な
い
、
そ
れ
が
自
ら
の
空
性
理
解
と
相
異
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
依
地
起
性
批
判
の
中
に
管
見
で
き
る
他
性
空
性
批
判
が
、
入
榴
伽
経
を
教
証
（
画
鴨
日
四
）
と
し

て
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
仕
方
は
、
そ
の
後
の
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
お
い
て
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
を
論
究
す
る
場
合
の
一
つ
の

定
型
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
佛
教
に
お
い
て
は
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
が
他
性
空
性
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
主
張
が
、
宝
性
論
を
根
本
所
依
と
す
る
立
場
か
ら
主
流
を
占
め
て
い
る
が
、
そ
の
主
張
の
中
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て

⑨

依
用
さ
れ
た
入
拐
伽
経
の
こ
の
一
文
が
教
証
と
し
て
常
に
引
用
さ
れ
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
チ
尋
ヘ
ッ
ト
佛
教

と
い
う
土
壌
を
媒
介
と
し
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
中
観
思
想
と
佛
性
思
想
と
の
接
点
が
、
空
性
の
問
題
と
い
う
思
想
的
に
最
も

本
質
的
な
事
柄
の
上
で
確
認
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
理
解
は
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
宝
性
論
は
、
以
上

の
よ
う
な
空
性
に
対
す
る
二
種
類
の
邪
解
を
批
判
し
た
後
に
、
「
そ
れ
で
は
、
空
性
の
義
理
に
お
い
て
説
か
れ
る
如
来
蔵
は
ど
の
よ
う
で

あ
る
か
」
と
自
問
し
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
な
二
偶
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。

コ
ニ
我
執
に
よ
っ
て
執
着
さ
れ
て
い
る
対
象
や
煩
悩
と
し
て
〕
除
去
さ
れ
る
毒
へ
き
何
も
の
も
存
在
し
な
い
。
〔
二
無
我
と
し
て
〕
設
定

さ
れ
る
寺
へ
き
何
も
の
も
存
在
し
な
い
。

〔
二
我
は
本
来
的
に
成
立
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
空
性
で
あ
る
と
、
そ
の
よ
う
に
〕
、
真
実
は
真
実
と
し
て
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る

⑩

真
実
を
見
る
者
は
解
脱
す
る
」
（
曽
鼻
白
山
忠
。
）

「
〔
佛
〕
性
は
、
分
離
し
て
い
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
遇
来
的
な
も
の
（
煩
悩
）
と
し
て
は
空
で
あ
る
が
、
分
離
し
て
い
な
い
こ

⑪

と
を
特
徴
と
し
て
い
る
無
上
法
（
法
性
）
と
し
て
は
不
空
で
あ
る
」
（
際
庁
自
ｌ
］
訊
。
）

三
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
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こ
れ
ら
二
偶
の
中
、
第
一
偶
は
ま
さ
し
く
本
性
空
性
と
い
う
こ
と
の
説
明
で
あ
る
。
本
来
的
に
空
性
で
あ
る
が
故
に
、
煩
悩
は
本
来
的

に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
、
除
去
さ
れ
る
べ
き
何
も
の
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
本
来
的
に
空
性
で
あ
る
が
故
に
、
煩
悩
を
除

去
す
る
何
ら
か
の
も
の
を
前
提
と
す
る
必
要
は
な
く
、
従
っ
て
、
設
定
さ
れ
る
べ
き
何
も
の
も
存
在
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
否
定
（
除

去
）
さ
れ
る
べ
き
煩
悩
は
本
来
的
な
存
在
で
な
く
、
し
か
も
、
煩
悩
そ
の
も
の
が
本
来
的
に
空
性
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
否
定
（
除
去
）

す
る
何
ら
か
の
真
実
在
を
設
定
す
る
必
要
も
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
否
定
さ
れ
る
も
の
と
否
定
す
る
も
の
と
の
両
方
の
存
在
性
を
容
認
し

な
い
空
性
の
あ
り
方
が
本
性
空
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
性
空
性
と
い
う
こ
と
の
内
容
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
に

よ
っ
て
も
、
度
々
教
証
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
宝
積
経
伽
葉
品
の
一
文

⑫

「
諸
法
は
空
性
に
よ
っ
て
空
と
な
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
、
諸
法
こ
そ
は
空
で
あ
る
」

と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
入
中
論
自
釈
の
中
で
、
「
本
性
空
性
」
（
胃
鳥
曽
‐
曾
昌
Ｐ
３
）
を
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て

こ
こ
に
、
本
性
と
は
有
為
等
の
自
体
で
あ
り
、
そ
れ
が
空
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
本
性
空
性
」
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
諸
法
の
ほ
か
に
空
性
な
く
、
空
性
に
お
い
て
諸
法
が
あ
り
え
て
い
る
と
い
う
諸
法
と
空
性
の
相
即
性
が
本
性
空
性
と
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
「
本
性
空
性
と
し
て
の
如
来
蔵
」
「
空
性
の
義
理
に
お
い
て
説
か
れ
る
如
来
蔵
」
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
に
、
こ
の
よ
う

な
本
性
空
性
と
い
う
こ
と
の
表
明
の
た
め
の
、
悉
有
佛
性
と
説
く
佛
性
思
想
の
必
要
性
を
示
し
て
い
る
の
が
、
次
の
第
二
偶
で
あ
る
。
こ

い

る
○

か
れ
ら
の
本
質
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
有
為
等
の
自
体
な
る
か
の
法
性
は
、
本
性
と
い
わ
れ
る
。
か
の
同
じ
き
本
性

⑬

の
自
体
で
あ
る
法
性
と
し
て
、
そ
れ
法

「
有
為
や
無
為
等
の
自
体
な
る
法
性
は
、
弟
子
（
声
聞
）
や
独
覚
や
勝
子
（
菩
薩
）
や
如
来
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
な
い
。
無
始
よ
り

性
は
空
性
で
あ
る
と
い
う
そ
れ
が
本
性
空
性
で
お
》
る
」
（
ぐ
甲
］
や
電
、
ｊ
』
窓
。
）
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と
こ
ろ
で
、
佛
性
思
想
と
は
、
本
性
空
性
と
い
う
般
若
空
観
に
対
す
る
邪
解
と
し
て
の
虚
無
論
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

空
性
を
真
実
在
と
理
解
す
る
実
在
論
に
対
す
る
批
判
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
最
も
本
質
的
な
空
性
の
問
題
の
上
で
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
佛
性
思
想
の
目
的
が
、
宝
性
論
を
通
し
て
説
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
、
佛
性
を
他
性

の
第
二
偶
は
、
佛
性
の
空
と
不
空
を
説
い
て
い
る
勝
鬘
経
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
悉
有

佛
性
と
い
う
「
佛
性
」
の
主
張
は
、
空
性
に
対
す
る
損
減
（
虚
無
論
）
と
増
益
（
実
在
論
）
と
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
悉
有
佛
性
の
主
張
に
よ
っ
て
、
本
性
空
性
と
い
う
こ
と
は
虚
無
思
想
で
な
く
、
煩
悩
の

、
、

本
来
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
悉
有
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
性
を
何
ら
か
の
真
実
性
と
し
て
他

性
空
性
的
に
理
解
さ
れ
よ
う
と
す
る
空
性
の
実
在
視
が
な
さ
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
空
性
に
対
す
る
損
減
と
増
益
を
排
除
す
る
と
い
う
二
重
の
否
定
こ
そ
が
、
本
性
空
性
と
い
う
こ
と
の
内
容
で
あ
り
、

そ
の
本
性
空
性
の
内
容
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
佛
性
思
想
が
説
か
れ
る
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
第
二
次
第
の

般
若
空
観
を
了
義
の
も
の
と
す
る
佛
性
思
想
の
妥
当
性
と
そ
の
思
想
史
的
立
場
は
そ
こ
に
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
佛
性
思
想
は
、
あ
く
ま
で
も
般
若
空
観
の
本
性
空
性
と
い
う
立
場
か
ら
、
そ
れ
を
虚
無
的
に
理
解
し
て
空
性
を
誤
解
す

⑭

る
者
に
対
し
て
、
悉
有
佛
性
と
い
う
有
的
な
表
現
で
も
っ
て
そ
の
誤
解
を
正
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
こ

の
有
的
な
表
現
に
お
い
て
、
佛
性
が
実
在
視
さ
れ
る
こ
と
へ
の
批
判
も
、
本
性
空
性
と
い
う
原
点
か
ら
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
宝
性
論
に
お
い
て
は
、

⑮

「
如
来
蔵
を
知
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
諸
如
来
の
空
性
を
知
る
こ
と
で
あ
る
」

と
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。四

佛
性
の
実
在
視
に
対
す
る
批
判
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⑯

空
性
的
な
真
実
在
と
し
て
実
在
視
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
、
特
に
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
に
お
い
て
委
細
に
究
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

点
に
つ
い
て
、
い
ま
は
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
宝
性
論
註
釈
の
上
で
少
し
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
「
佛
性
」

の
実
在
視
と
は
、
ま
さ
し
く
「
空
性
」
の
実
在
視
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
宝
性
論
に
お
い
て
は
、
「
空
性
の
義
理
に
お
い
て
説
か
れ
る
如
来
蔵
」
と
い
う
科
文
が
附
さ
れ
て
い
る
部
分
に
お
い
て
、
佛
性

思
想
に
お
け
る
空
性
が
問
題
に
さ
れ
、
そ
れ
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
一
で
あ
る
が
、
そ
の
部
分
に
対
す
る
註
釈
の
中
で
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ

ソ
は
、
宝
性
論
に
は
直
接
見
い
だ
せ
な
い
独
特
な
術
語
を
用
い
て
註
釈
を
加
え
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
注
意
す
る
な
ら
ば
、
ま

ず
、
先
に
掲
げ
た
第
一
偶
（
宝
性
論
の
再
自
‐
呂
令
）
に
対
す
る
註
釈
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
関
説
し
て
い
る
。

「
〔
唯
心
者
が
〕
、
諦
成
（
真
実
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
）
で
あ
る
煩
悩
は
先
に
存
在
し
て
い
る
が
、
新
た
に
存
在
し
な
い
と
証
成

す
る
の
に
対
し
て
、
〔
わ
れ
わ
れ
は
〕
、
諦
空
（
真
実
と
し
て
空
で
あ
る
も
の
）
で
あ
る
煩
悩
は
先
に
存
在
せ
ず
新
た
に
設
定
さ
れ
る
も

の
と
し
て
も
存
在
し
な
い
と
証
成
す
る
。
こ
れ
は
本
体
を
直
接
に
説
く
こ
と
に
関
し
て
な
さ
れ
た
解
釈
で
あ
る
が
、
所
相
を
有
す
る
も

の
（
世
間
的
な
諸
事
物
）
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
人
と
稲
と
に
つ
い
て
、
先
に
存
在
し
新
た
に
除
去
さ
れ
る
。
へ
き
諦
成
は

何
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
諦
空
な
る
勝
義
諦
が
成
立
す
る
と
き
、
諦
空
は
、
虚
証
な
る
幻
の
如
く
先
に
存
在
せ
ず
新
た
に
設
定

さ
れ
る
零
へ
き
何
も
の
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
証
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
性
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
の
効
用

（
曾
昌
四
‐
胃
昏
沙
・
世
間
的
な
事
物
と
し
て
空
性
が
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
は
た
ら
く
こ
と
）
に
お
い
て
す
曇
へ
て
の
所
作
能
作
が
合
理
で

あ
る
世
俗
諦
が
成
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
味
を
要
約
す
れ
ば
、
諦
執
（
真
実
で
あ
る
と
執
着
す
る
こ
と
）
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
は
何
も
存
在
し
な
い
諦
空
な
る
勝
義
諦
と
、

所
作
能
作
の
す
べ
て
の
設
定
が
自
ら
の
見
解
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
〔
世
俗
諦
〕
に
よ
っ
て
、
充
全
な
る
二
諦
が
一
対
と
さ
れ
る
こ
と

⑰

を
説
い
て
い
る
」

こ
こ
に
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
、
「
諦
成
」
「
諦
空
」
「
諦
執
」

⑱

と
い
う
チ
零
ヘ
ッ
ト
佛
教
に
お
け
る
独
特
な
術
語
を
用
い
つ
つ
、

中
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こ
れ
は
、
先
に
関
説
し
た
如
く
、
勝
童
経
に
お
い
て
説
か
れ
て
い
る
如
来
蔵
（
佛
性
）
の
空
と
不
空
と
い
う
表
明
が
内
容
と
な
っ
て
い

る
本
偶
に
対
す
る
註
釈
文
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
空
と
不
空
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、

換
言
す
れ
ば
、
そ
の
空
と
不
空
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
を
懸
念
し
た
言
及
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
れ
ら
二
偶
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
は
二
諦
と
智
慧
と
佛
性
で
あ
る
、
と
明
確
に
示
し
た
上
で
、

第
一
の
如
来
蔵
に
お
け
る
空
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
誤
解
に
関
し
て
、
世
俗
を
「
自
空
」
と
見
な
す
虚
無
論
的
な
損
減
が
示
さ
れ
、
第
二

の
如
来
蔵
に
お
け
る
不
空
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
誤
解
に
関
し
て
、
勝
義
を
「
他
空
」
と
見
な
す
実
在
論
的
な
増
益
が
示
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
俗
を
自
空
と
見
な
す
損
減
と
は
、
世
俗
的
な
現
実
の
事
物
の
存
在
を
否
定
す
る
虚
無
論
で
あ
り
、
勝
義
を
他
空

観
（
般
若
空
観
）
の
基
本
で
あ
る
二
諦
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。
諦
執
と
し
て
執
着
さ
れ
る
何
ら
の
も
の
も
あ
り
え
な
い
諦
空
な
る
本

性
空
性
な
る
勝
義
諦
と
、
そ
の
空
性
の
効
用
と
し
て
の
世
俗
諦
と
で
あ
る
。
世
俗
諦
と
し
て
の
所
作
能
作
の
合
理
性
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

決
し
て
諦
成
で
は
あ
り
え
ず
、
本
性
空
性
と
し
て
諦
空
で
あ
る
と
い
う
こ
の
二
諦
の
関
係
に
お
い
て
、
唯
識
思
想
に
お
い
て
、
「
唯
識
」

⑲

と
し
て
識
の
存
在
性
を
認
め
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
あ
り
方
を
「
諦
成
な
る
煩
悩
」
と
批
判
的
に
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
指
摘
し
て
い

る
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
他
性
空
性
と
し
て
そ
の
煩
悩
を
打
破
す
る
勝
義
謡
を
諦
成
と
見
な
す
唯
識
思
想
に
対
す
る

批
判
を
も
、
そ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
れ
に
続
く
第
二
偶
命
寓
白
山
圏
。
）
に
対
す
る
註
釈
を
結
ぶ

に
あ
た
っ
て
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
基
本
と
し
て
の
世
俗
と
勝
義
の
二
諦
と
、
〔
佛
〕
道
と
し
て
の
無
我
を
現
観
す
る
智
慧
と
、
果
と
し
て
の
正
等

覚
を
得
る
可
能
性
な
ど
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
瓶
は
瓶
と
し
て
空
で
あ
る
等
と
し
て
の
世
俗
は
自
空
（
Ｈ
目
鼻
目

・
自
性
空
性
）
で
あ
り
、
勝
義
諦
に
し
て
諦
と
し
て
成
立
し
て
い
る
勝
義
は
他
空
（
鴨
冨
ロ
黒
目
・
他
性
空
性
）
で
あ
る
と
説
く
こ
と

を
許
す
の
は
、
本
典
（
宝
性
論
）
よ
り
外
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
増
益
と
損
減
の
極
論
に
お
ち
入
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
知
る
、
へ

⑳

き
で
あ
る
一
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か
の
法
性
な
る
自
性
は
、
そ
の
本
性
と
し
て
空
で
あ
る
。
実
に
、
そ
れ
が
自
性
空
性
と
い
わ
れ
る
」

こ
こ
に
、
自
性
空
性
と
は
、
無
自
性
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
自
性
は
本
性
と
し
て
空
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
性
空
性
と
い
わ
れ
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
ま
ま
で
論
究
し
て
き
た
「
本
性
空
性
」
と
い
う
こ
と
の
内
容
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
と
も
に
、
「
作
ら
れ
な
い
」
も
の
と
し
て
、
「
有
為
等
の
自
体
で
あ
る
本
性
は
空
性
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
本
性
空
性
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
「
自
性
は
本
性
と
し
て
空
で
あ
る
．
無
自
性
」
と
い
う
こ
と
が
自
性
空
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
、
佛
性
思
想
に
お
い
て
、
「
佛
性
」
が
、
他
性
空
性
と
し
て
の
真
実
在
と

見
な
さ
れ
や
す
い
こ
と
を
厳
し
く
拒
否
し
、
本
性
空
性
と
い
う
次
元
に
お
い
て
、
悉
有
佛
性
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
悉
有
佛
性
と
い
う
有
的
な
表
現
に
よ
っ
て
、
佛
性
思
想
は
、
本
性
空
性
と
い
う
大⑳

乗
佛
教
の
基
本
思
想
が
虚
無
論
の
如
く
に
理
解
さ
れ
る
一
面
を
取
り
除
く
と
い
う
歴
史
的
思
想
史
的
な
役
割
を
は
た
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
本
性
空
性
と
い
う
思
想
に
対
す
る
了
解
を
深
め
る
た
め
の
思
想
表
明
で
あ
り
、
そ
の
「
悉
有
」
と
い
う

有
的
表
現
の
た
め
に
、
空
性
が
他
性
空
性
的
に
真
実
在
と
し
て
実
在
視
さ
れ
て
し
ま
い
、
本
性
空
性
の
真
意
が
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

と
見
な
す
増
益
と
は
、
勝
義
な
る
空
性
を
真
実
在
と
す
る
実
在
論
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
は
、
こ
の
註
釈
文
に
お
い
て
は
、
「
自
空
」
と
「
他
空
」
と
い
う
独
特
な
表
現
で
の
対
句
を
用
い
て

い
る
が
、
そ
の
意
味
は
す
で
に
自
明
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
う
「
他
空
」
と
は
、
先
に
解
明
し
た
他
性
空
性
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
「
自
空
」
と
は
、
ま
さ
し
く
自
性
空
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
ち
な
み
に
、

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
入
中
論
自
釈
に
お
い
て
、
「
自
性
空
性
（
⑩
ぐ
号
箇
ご
秒
‐
曾
昌
騨
国
）
」
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

自
性
と
い
う
よ
う
に
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
』
（
言
も
旨
。
）

「
『
法
性
な
る

『
自
性
』
と
は
、
法
性
の
自
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
自
性
は
、
声
聞
等
に
よ
っ
て
作
ら
れ
な
い
が
故
で
あ
る
。

⑳

自
性
は
無
自
性

心
め
る
の
が斡

型
、

自
性
と
い
わ
れ
る
も
の
の
空
性
で
あ
る

｡

何
と
な
れ
ば

自
性
は
作
ら
れ
な
い
《

Ｆ
人
、

か
戸
つ

25



の
危
険
性
に
対
し
て
、
最
大
の
注
意
と
警
告
を
表
明
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
佛
性
思
想
を
大
乗
佛
教
の
思
想
体
系
の
上
で
解
明
し
て
い
る

宝
性
論
の
思
想
性
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑳

こ
の
よ
う
な
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
宝
性
論
に
基
く
主
張
は
、
す
で
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
か
れ
独
自
の
も
の
で
な
く
、
佛
性
思
想
に

お
け
る
空
性
に
対
す
る
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
佛
教
で
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ま
は
重
ね
て
論
究
し
な
い
こ
と
に
す

つ
（
》
○

か
っ
て
、
宝
性
論
の
解
読
研
究
を
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
註
釈
に
基
い
て
行
な
っ
た
時
点
（
拙
著
『
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
に
お
け
る
如
来

蔵
・
佛
性
の
研
究
』
）
に
お
い
て
は
、
ま
だ
明
確
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
の
問
題
は
予
感
と
し
て
は

き
わ
め
て
強
く
あ
っ
た
と
い
う
零
へ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
月
称
）
の
入
中
論
の
解
読
研
究
を
試
み
た

拙
著
『
空
性
思
想
の
研
究
』
の
「
は
し
が
き
」
の
中
で
、
入
中
論
を
解
読
し
よ
う
と
す
る
動
機
に
つ
い
て
、
不
明
瞭
な
が
ら
、

「
月
称
の
思
想
の
特
異
性
、
あ
え
て
い
え
ば
、
月
称
の
中
観
思
想
の
宗
教
性
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
こ
に
佛
性
思
想
と
の
連
結
性
が

予
想
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
略
説
す
れ
ば
、
佛
性
思
想
に
お
け
る
本
性
清
浄
と
客
塵
煩
悩
と
い
う
佛
と
人
間
と
の
関
係
は
、
月

称
の
中
観
思
想
の
上
で
い
え
ば
、
勝
義
諦
と
世
俗
諦
と
い
う
二
諦
の
関
係
に
お
い
て
把
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、

と
で
あ
る
。

か
っ
て
、

宝
性
諭
が
選
択
し
た
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
の
あ
り
方
は
、
佛
性
思
想
の
基
本
に
か
か
わ
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
す
で
に
、
宝
性
論
の
註
釈
者
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
に
導
か
れ
つ
つ
、
そ
れ
を
論
究
す
る
機
会
を
一
度
な
ら
ず
与
え
ら
れ
て
き
た

⑳が
、
本
稿
は
そ
れ
ら
の
綜
括
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
稿
は
、
す
で
に
究
明
さ
れ
た
諸
点
を
宝
性
論
の
上
で
整
理
し
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
が
、
「
空
性
の
問
題
」
と
い
う
本
質
的
な
事
柄
で
あ
る
た
め
、
あ
え
て
〃
ま
と
め
″
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ

五
お
わ
り
に
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と
、
計
ら
ず
も
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
佛
性
思
想
に
お
け
る
空
性
の
問
題
を
通
し
て
、
宝
性
論
の
中
に
は
唯
識
思

想
に
か
か
わ
る
用
語
が
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
見
い
だ
せ
な
い
と
い
う
文
献
上
の
現
象
に
止
ま
ら
ず
に
、
空
性
の
問
題
と
い
う
本
質
的

な
事
柄
の
上
で
、
宝
性
論
が
唯
識
思
想
に
対
す
る
思
想
的
な
批
判
を
行
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
指
摘
の
如

く
に
確
認
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
宝
性
論
に
と
っ
て
も
、
そ
の
佛
性
思
想
に
と
っ
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を

持
つ
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
き
わ
め
て
思
想
的
に
基
本
的
な
事
柄
（
空
性
）
に
お
い
て
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー

ル
テ
ィ
の
中
観
思
想
は
、
宝
性
論
に
基
く
佛
性
思
想
へ
と
連
続
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
中
観
思

⑳

想
に
あ
っ
て
は
、
入
拐
伽
経
に
お
け
る
如
来
蔵
ｌ
ア
ー
ラ
ャ
識
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
佛
性
思
想
が
未
了
義
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る

⑳

こ
と
に
つ
い
て
は
、
唯
識
思
想
を
批
判
し
ア
ー
ラ
ャ
識
を
否
定
す
る
か
れ
の
立
場
か
ら
は
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
宝
性
論
に
お
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
佛
性
思
想
の
空
性
に
対
す
る
上
来
の
基
本
姿
勢
に
対
し
て
も
、
な
お
、

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
れ
を
未
了
義
の
も
の
と
見
な
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

註
①
拙
著
「
イ
ン
ド
佛
教
に
お
け
る
如
来
蔵
・
佛
性
の
研
究
』
（
以
下
、
拙
著
「
如
来
蔵
」
と
略
称
）
の
第
一
章
二
、
な
ど
そ
の
他
。

②
拙
著
『
如
来
蔵
』
二
九
’
三
一
頁
、
二
八
’
一
二
七
頁
な
ど
参
見
さ
れ
た
い
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
註
釈
者
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン

の
も
の
で
あ
り
、
宝
性
論
の
本
文
の
上
に
こ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
宝
性
論
に
対
す
る
解
釈
の
随
一
で
あ
る
と
い
う

佛
性
思
想
に
お
い
て
は
悉
有
佛
性
と
し
て
示
さ
れ
た
救
済
の
あ
り
方
（
佛
教
と
し
て
の
宗
教
性
）
が
、
月
称
の
中
観
思
想
に
お
い
て
は

徹
底
し
た
否
定
の
精
神
の
上
に
、
よ
り
明
確
に
看
取
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
予
想
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
そ
こ
に
は
、
月

称
の
中
観
思
想
を
積
極
的
に
受
容
し
て
究
寛
一
乗
思
想
（
↓
佛
性
思
想
）
を
主
張
し
た
房
目
与
凹
冒
と
ご
胃
目
四
Ｈ
白
目
①
膏
と
い

う
二
人
の
チ
ベ
ッ
ト
学
僧
の
存
在
が
、
こ
の
よ
う
な
予
想
に
関
し
て
私
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
も
、
私
に
と
っ
て
は
い

⑳

な
め
な
い
事
実
で
あ
る
」

く
ぎ
」
で
病
）
る
。
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③
野
３
門
希
耳
“
Ｅ
〕
烏
。
、
ご
〕
Ｈ
喝
巴
日
賦
冒
員
切
冨
旨
胃
○
ｍ
目
口
○
己
冨
Ｈ
昇
○
鴨
憩
恒
温
冨
口
稿
罠
畠
冨
目
口
胃
閉
園
煙
ｇ
Ｐ
ヨ

ヴ
か
Ｆ
ロ
ロ
〕
四
Ｈ
ロ
己
四
四
副
静
め
］
温
罰
〕
Ｑ
斥
四
、
ぽ
ず
騨
伝
』
ぬ
ロ
凹
凸
函
の
酌
、
胃
ず
い
Ｈ
－
Ｕ
目
①
Ｑ
も
四
］
①
”
ず
か
い
Ｑ
切
〆
魚
胃
ず
い
酌
時
』
炭
］
ロ
Ｑ
ず
ゆ
国
、
】
貝
）
｝
Ｈ
口
斤
ｏ
ｐ
Ｏ
の
〕
〕
①
切
岸
）
函
ゆ
ず
Ｐ

胃
Ｐ
ｍ
ｐ
ぬ
い
炭
ぐ
』
の
ロ
く
芦
。
○
ロ
ヴ
の
旨
巨
四
印
の
○
）
の
四
ウ
画
ｌ
中
◆

こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
佛
教
に
お
い
て
は
宝
性
論
に
基
い
て
常
に
な
さ
れ
、
そ
の
上
で
佛
性
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

④
拙
著
『
如
来
蔵
』
第
四
章
。

⑤
宝
性
論
本
文
国
茸
騨
の
ｐ
ご
凹
融
且
厨
５
３
胃
散
《
』
ｏ
冨
具
①
口
秒
ぐ
昌
凹
口
砂
の
胃
眉
目
の
庁
巨
国
冒
（
旨
の
圏
倖
乱
の
冨
昏
凋
胃
品
目
目
駄
目
冨
菌
境
昏
騨
‐

、
Ｉ

⑫⑪⑩ ⑦
拙
著
『
空
性
思
想
の
研
究
」
（
以
下
、
拙
著
『
空
性
」
と
略
称
）
三
五
二
頁
。

③
拙
著
『
空
性
」
一
七
三
頁
（
一
七
四
’
一
七
六
頁
参
見
）
。

＠
入
拐
伽
経
に
お
い
て
七
空
性
の
中
の
最
低
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
岸
冨
Ｈ
①
３
国
‐
含
目
色
（
彼
に
よ
っ
て
此
が
空
で
あ
る
）
と
い
う
空
性
が
、
ま
さ

し
く
、
他
性
空
性
で
あ
る
と
さ
れ
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
佛
教
に
お
い
て
は
、
他
性
空
性
批
判
の
た
め
の
最
も
重
要
な
教
証
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
ご
肋
．
閃
巨
招
四
Ｆ
四
円
厭
○
風
①
ロ
ロ
日
包
昏
凋
胃
騨
彊
号
彦
ｐ
ｇ
Ｑ
ｐ
○
○
首
Ｐ
Ｓ
閏
尉
』
后
＄
）
・
固
隠
⑳
〕
①
甘
・
》
Ｕ
ｍ
．
両
自
侭
四
Ｆ
①
司
叶
巴
尽

昔
日
騨
昏
凋
騨
冨
盟
号
９
号
嗣
口
ぃ
さ
ロ
儲
旨
・
肩
口
喝
号
令
胃
尉
》
ご
国
）
》
勺
届
や
く
．
に
お
い
て
、
詳
細
に
解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
参
見
さ
れ

た
い
。

⑤
宝
性
論
本
文
国
庁
国
曾
己
温
融
且
厨
５
３
胃
散
ロ
。
冨
具
①
ｐ
ゆ
く
昌
四
ロ
閉
胃
眉
目
稗
巨
国
ず
８
巨
闇
倖
乱
の
冨
昏
凋
胃
品
胃
目
駄
目
冨
菌
昇
冨
‐

巳
四
目
ゆ
く
程
己
吋
四
国
四
や
佇
卿
ロ
、
］
①
ず
ぽ
画
く
四
ぐ
営
口
脚
恥
倒
望
騨
恥
ロ
ロ
目
⑳
計
脚
ぐ
冑
邑
○
丙
い
ゅ
Ｈ
ｐ
ｐ
丙
丘
國
拭
冒
甘
○
戸
四
画
陣
の
画
庁
四
①
ぐ
Ｐ
Ｑ
戸
四
吋
門
口
四
の
〕
ゞ
Ｐ
巨
什
命
Ｐ
Ｈ
Ｐ
屏
倒
」
四
国
〕
ロ
○
○
ず
①
。
○

ぐ
］
冒
創
小
畠
〕
己
四
国
冒
胃
ぐ
色
口
四
門
口
洋
一
、
望
①
く
凶
宅
ロ
ロ
煙
伝
い
ゴ
ロ
く
ゅ
庁
○
℃
四
］
四
口
冒
一
〕
ぽ
①
ロ
沙
小
口
画
『
凹
詐
画
卦
Ｐ
も
Ｈ
ｐ
首
印
四
Ｈ
四
目
辻
小
国
ロ
］
Ｐ
庁
四
口
目
己
騨
Ｈ
ｐ
宅
脚
色
〕
く
討
湧
は
Ｈ
⑦
炭
の
口
騨

汽
四
か
巳
Ｑ
ご
ロ
脚
ぐ
○
〕
⑳
曾
園
四
口
目
ゆ
。
ぽ
侭
凹
試
口
極
く
脚
Ｈ
己
○
ず
ロ
脚
気
四
目
毎
国
画
閂
己
四
骨
曽
、
（
ぬ
屏
庁
．
や
『
、
〉
富
．
］
⑲
１
く
］
ご
〕
（
『
副
汽
凹
｝
胃
、
］
亀
、
く
ず
胃
．

尚
、
こ
の
解
読
は
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
註
釈
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
に
忠
実
な
文
脈
と
な
っ
て
い
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
文
意
に
相
違
が
生
じ
な
い
よ
う
充
分
に
注
意
し
た
。

⑥
空
性
を
”
胃
ぐ
口
昏
号
冨
ぐ
胃
曽
Ｐ
（
一
切
種
無
義
）
と
し
て
邪
分
別
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
度
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、
山
口
益
著
『
中
観

空
性
を
⑳
胃
ぐ
胃
圃
犀
画
く
胃
曽
伊

佛
教
論
孜
』
二
五
二
頁
、
な
ど
）
。

］
〕
四
ｍ
毛
胄
〕
①
言
色
目
凹
鳶
呂
一
内
胃
冒
巳
（
］
匡
己
画
『
ヨ
①
》
司
湧
ヨ
・
昌
四
陰
汽
一
叫
声
（
〕
四
二
画
、
色
崗
四
稗
騨
く
司
騨
卦
胃
三
目
望
繭
貸
）
三
一
．
舗
碧
叫
声
ご
〕
可
守
煙
Ｑ
ｍ
Ｒ
野
負
ヨ
ロ
（
曽
色
篇
と
、

印
巨
冒
電
四
句
↑
ぬ
四
、
日
庁
巨
］
康
一
、
臂
（
言
脚
苛
・
一
廷
』
叩
塑
、
ぐ
】
ヨ
ゴ
ー
轡
岸
）
舞
鳴
皀
曾
］
溌
酉
画
単
苣
》
、
掌
小
口
屋
）
湖
○
四
旨
自
立
邑
澤
・
寧
胃
（
］
ぽ
い
月
ロ
〕
Ｐ
貝
四
ご
一
己
胃
ご
声
倒
ぬ
い
旨
詩
繋
一
己
色
建
》
ヘ
ー

、
ｌ

、
ｌ

嵐
鼠
漁
も
騨
毛
胃
罵
自
国
》
畠
郡
冨
口
昌
］
国
苦
冒
駕
↑
薗
罰
脚
巳
属
目
５
の
巨
昌
融
黒
Ｂ
Ｈ
Ｃ
は
己
】
胃
目
画
、
①
ぐ
鱈
印
昌
昌
倒
令
国
の
囚
冒
〕
名
貝
面
》
や
い
鹿
》
舅
苧
上

、
１

１
，
１
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「
自
相
空
性
（
男
巴
鳥
箇
箇
‐
召
口
冒
３
）
」
に
対
す
る
説
明
を
異
常
な
ま
で
に
詳
細
に
行
な
っ
て
い
る
（
拙
著
「
空
性
』
三
三
七
’
三
五
Ｃ
頁
烹
し

か
も
、
そ
の
説
明
は
、

『
お
よ
そ
有
為
相
と
無
為
相
で
あ
る
そ
れ
は
、
真
実
と
し
て
空
性
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
自
相
空
性
で
あ
る
」
つ
昌
‐
曽
甲
）

と
い
う
本
偶
に
よ
っ
て
終
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
内
容
は
、
「
自
性
空
性
」
が
本
質
が
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
表
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

個
別
的
に
表
徴
さ
れ
て
い
る
諸
事
物
は
す
争
へ
て
空
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
先
に
（
⑳
）
「
瓶
は
瓶
と
し
て
空
で
あ
る
等
の
世
俗
は

自
空
で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
「
自
空
」
と
は
「
自
相
空
性
」
で
あ
る
と
見
な
す
方
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
が
、
い

ま
は
、
「
他
性
空
性
」
と
の
対
句
と
い
う
点
で
、
「
自
空
」
を
一
応
「
自
性
空
性
」
に
相
当
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

⑳
拙
著
『
如
来
蔵
』
第
四
章
「
一
切
有
情
に
如
来
蔵
・
佛
性
が
有
る
と
説
示
す
る
必
要
性
」
参
見
。

⑳
拙
文
「
チ
§
ヘ
ッ
ト
に
伝
わ
る
如
来
蔵
思
想
」
（
講
座
「
大
乗
仏
教
』
６
、
「
如
来
蔵
思
想
」
所
収
、
春
秋
社
刊
）

園
］
］
］
〕
四
織
口
智
冨
乱
合
胃
冒
曽
獣
ご
薗
冒
邑
畠
］
●
具
こ
、
畳
冒
合
閏
農
園
①
く
ぃ
台
目
己
其
・
拙
著
『
空
性
』
一
一
七
頁
）

⑬
拙
著
『
空
性
』
三
三
六
，
く
三
三
七
頁
。

⑭
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
如
来
蔵
』
第
四
章
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

⑮
冨
曹
凋
胃
樹
間
ｇ
塁
副
口
秒
目
①
ぐ
ゅ
３
昏
凋
四
国
目
目
皆
目
胃
且
目
口
閏
口
窃
屏
．
や
認
急
．
扇
）

⑯
チ
。
ヘ
ッ
ト
佛
教
に
お
い
て
、
佛
性
思
想
が
佛
性
の
実
在
視
に
対
す
る
批
判
を
中
心
に
論
究
さ
れ
て
い
る
事
情
の
一
斑
に
つ
い
て
は
、
拙
文
「
チ
ベ

ッ
ト
に
伝
わ
る
如
来
蔵
思
想
」
（
講
座
『
大
乗
仏
教
』
６
、
「
如
来
蔵
思
想
」
所
収
）
を
参
見
さ
れ
た
い
。

⑰
冒
圃
筥
留
四
画
‐
。
．

⑬
こ
れ
ら
の
術
語
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
度
食
関
説
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
説
明
す
る
こ
と
は
省
略
す
る
。
拙
著
『
如
来
蔵
』
一
二
五
頁
⑫
、
一

二
八
頁
②
、
拙
著
『
空
性
』
三
五
’
四
五
頁
、
八
二
’
八
四
頂
な
ど
参
見
さ
れ
た
い
。

⑲
こ
の
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
註
釈
文
の
解
読
に
あ
た
っ
て
、
「
唯
心
者
」
と
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
た
方
が
解
り
や
す
い
の
で
、

そ
の
よ
う
に
補
っ
た
が
、
註
釈
文
そ
の
も
の
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ヘ
弓
冒
冒
○
儲
亘
の
ロ
四
目
凰
肖
冒
包
唱
閏
旨
目
且
冨
剖
唱
号
冒
冒
由

口
○
口
目
○
旨
す
：
口
黒
目
ｇ
胃
冒
８
呪
肖
Ｑ
巨
冨
ぽ
紺
目
目
＆
己
胃
凋
旨
ご
己
息
○
三

⑳
目
圃
直
紹
豆
１
．
．

④
拙
著
『
空
性
』
三
五
一
’
三
五
二
頁
。
尚
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
入
中
論
に
お
い
て
、
種
だ
の
空
性
が
説
明
さ
れ
る
中
で
、
特
に
、

拙
著
『
空
性
』
三
五
〒
く
三
五
二
頁
。

自
相
空
性
（
男
巴
鳥
箇
箇
‐
獣
口
冒
３
）
」

目
国
内
画
函
］
印
画
亀
ふ

尚
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
入
中
論
に
お
い
て
、
種
だ
の
空
性
が
説
明
さ
れ
る
中
で
、
特
に
、

に
対
す
る
説
明
を
異
常
な
ま
で
に
詳
細
に
行
な
っ
て
い
る
（
拙
著
『
空
性
』
三
三
七
、
’
三
五
○
頁
）
。
し

29



⑳
拙
文
「
如
来
蔵
思
想
と
空
」
（
佛
教
思
想
六
『
空
」
下
、
所
収
、
平
楽
寺
書
店
刊
）
、
前
掲
⑳
の
拙
文
。

⑳
拙
著
『
空
性
』
の
「
は
し
が
き
」
二
’
三
頁
。

⑳
巴
畠
い
ぐ
筒
目
色
笛
冒
殴
目
拝
閉
５
９
凋
四
冒
阻
号
冨
ア
ー
ラ
ャ
識
と
な
づ
け
ら
れ
る
如
来
蔵
）
、
南
條
文
雄
校
訂
『
梵
文
入
傍
伽
経
』
三
三
頁

九
’
一
○
行
目
。
尚
、
佛
典
講
座
Ⅳ
『
拐
伽
経
』
五
二
頁
な
ど
参
見
。

⑳
拙
著
『
空
性
』
二
一
八
’
一
二
九
頁
参
見
。
ち
な
み
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
ア
ー
ラ
ャ
識
を
批
判
す
る
目
的
の
中
で
、
入
拐
伽
経
に

お
け
る
如
来
蔵
が
ア
ー
ラ
ャ
識
と
シ
ノ
ニ
ム
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
点
を
未
了
義
の
も
の
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
え
て
い

え
ば
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
如
来
蔵
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ア
ー
ラ
ャ
識
に
対
す
る
批
判
の
中
で
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の

シ
ノ
ニ
ム
と
さ
れ
て
い
る
如
来
蔵
を
批
判
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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