
本
書
は
、
『
大
乗
起
信
論
』
の
成
立
に
関
す
る
資
料
論
の
立
場
か
ら
、

『
起
信
論
』
の
成
立
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
立
体
的
に
解
明
し
よ
う
と
し

た
労
作
で
あ
る
。
周
知
の
ご
と
く
大
乗
佛
教
の
秀
れ
た
綱
要
害
と
も
い
う

ぺ
き
『
起
信
論
』
は
、
中
国
及
び
日
本
に
お
け
る
佛
教
教
学
の
諸
分
野
に

お
い
て
し
ば
し
ば
依
用
さ
れ
、
し
か
も
佛
教
各
宗
の
教
義
の
中
に
は
「
起

信
論
』
が
理
論
的
な
基
礎
づ
け
を
与
え
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。

『
起
信
論
』
研
究
の
長
い
歴
史
を
通
じ
て
著
さ
れ
た
註
釈
書
類
は
、
他
の

佛
教
経
論
の
そ
れ
と
比
し
て
彪
大
な
量
に
も
達
し
、
幾
多
の
研
究
成
果
が

発
表
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
中
で
も
従
来
の
『
起
信
論
』
の
註
解

研
究
は
、
華
厳
教
学
に
お
け
る
理
解
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
法
蔵
（
六

四
三
’
七
一
二
）
の
「
起
信
論
義
記
』
を
模
範
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
の

解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
華
厳
教
学
に
お

け
る
『
起
信
論
』
の
理
解
は
、
後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
も
の
の
、

『
起
信
論
』
自
身
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
は
必
ず
し
も
同
一
で
な
い
面
を

柏
木
弘
雄
著

大
乗
起
信
論
の
研
究

ｌ
大
乗
起
信
論
の
成
立
に
関
す
る
資
料
論
的
研
究
Ｉ

一

色

順

心

有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
の
著
者
は
、
『
起
信
論
』
の
思
想
そ
の
も

の
と
、
後
代
の
中
国
佛
教
教
理
に
お
い
て
展
開
し
た
い
わ
ゆ
る
「
起
信
論

思
想
」
な
る
も
の
と
の
差
異
を
意
識
的
に
区
別
し
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ま

で
の
『
起
信
論
」
解
釈
に
対
し
て
新
し
い
見
地
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
註
釈
書
を
通
し
て
み
た
『
起
信
論
』
で
は
な
く
、
ひ
と
ま
ず
註
釈

書
の
立
場
を
切
断
し
て
論
自
身
の
思
想
そ
の
も
の
を
浮
彫
り
に
す
る
こ
と

に
努
め
て
い
る
。
こ
の
た
び
柏
木
弘
雄
博
士
が
世
に
問
わ
れ
た
『
大
乗
起

信
論
の
研
究
』
は
、
そ
の
副
題
に
示
さ
れ
る
ご
と
く
「
起
信
論
の
成
立
に

関
す
る
資
料
論
的
研
究
」
に
限
定
せ
ら
れ
、
「
起
信
論
』
の
成
立
に
関
し

て
こ
れ
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
新
旧
の
資
料
の
検
討
及
び
整
理
が
施
さ

れ
た
う
え
で
、
自
ら
の
方
法
論
に
基
き
周
到
な
る
所
論
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
著
者
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
吉
津
宜
英
氏
に
よ
る
精
密

な
書
評
・
紹
介
（
駒
沢
大
学
佛
教
学
部
論
集
第
十
二
号
、
昭
和
五
六
年
十
月
）
が

出
さ
れ
て
お
り
、
全
篇
が
級
密
な
文
体
で
貫
か
れ
た
本
書
に
高
い
評
価
が

な
さ
れ
て
い
る
。

『
起
信
論
』
の
作
者
、
訳
者
及
び
そ
の
成
立
背
景
に
は
不
明
な
点
が
多
く
、

と
り
わ
け
大
正
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
撰
述
者
論
争
が
行
な
わ
れ
て

学
界
の
注
目
を
集
め
た
。
古
来
よ
り
「
馬
鳴
造
・
真
諦
訳
（
新
訳
は
実
叉

難
陀
訳
）
」
と
呼
称
さ
れ
て
き
た
こ
の
論
に
つ
い
て
、
望
月
信
亨
博
士
。
村

上
專
精
博
士
な
ど
に
よ
っ
て
疑
義
が
提
出
さ
れ
、
「
起
信
論
』
の
中
国
撰

述
説
を
生
む
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
関
す
る
望
月
博
士
の
論
稿
は
『
大
乗
起

信
論
之
研
究
」
（
金
尾
文
淵
堂
、
大
正
十
一
年
四
月
）
に
網
羅
さ
れ
て
お
り
、

中
国
撰
述
説
の
代
表
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し

て
反
論
の
か
た
ち
で
イ
ン
ド
撰
述
説
を
提
唱
さ
れ
た
も
の
は
、
常
盤
大
定
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博
士
・
松
本
文
三
郎
博
士
な
ど
の
論
文
に
よ
っ
て
そ
の
所
説
が
窺
え
る
。

約
半
世
紀
前
に
お
い
て
は
、
『
起
信
論
』
が
イ
ン
ド
撰
述
か
中
国
撰
述
か

と
い
う
論
点
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
成
立
問
題
が
論
究
さ
れ
た
と
い
え
る
。
本

書
に
お
け
る
著
者
の
立
場
は
、
あ
く
ま
で
も
起
信
論
の
成
立
に
関
す
る
資

料
論
的
位
置
づ
け
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
ら
の
構
築
し
た
資
料

論
に
お
い
て
『
起
信
論
」
の
撰
述
者
の
問
題
に
も
関
説
す
る
。
中
国
撰
述

説
の
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
考
え
方
に
対
し
て
は
批
判
的
な
立
場
に
立
っ
て

本
書
の
祖
述
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
『
起
信
論
』
が
中
国
に
伝
播
し
た
直
後
に
お
い
て
こ
の
論
が
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
か
は
、
誰
の
成
立
問
題
と
内
的
関
連
を
有
す
る
と

考
え
ら
れ
る
た
め
、
六
世
紀
後
半
に
作
成
さ
れ
た
「
三
部
作
」
を
取
上
げ

て
い
る
。
ま
た
現
存
の
真
諦
訳
出
と
さ
れ
る
『
起
信
論
』
テ
キ
ス
ト
の
研

究
を
軸
と
し
て
、
新
旧
両
訳
の
テ
キ
ス
ト
の
比
較
研
究
が
な
さ
れ
、
『
起

信
論
』
の
思
想
の
骨
格
に
関
わ
る
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
起

信
論
』
自
身
の
思
想
を
そ
の
表
現
形
式
に
注
目
し
つ
つ
究
明
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
本
書
に
お
け
る
著
者
の
研
究
は
、
中
国
佛
教
の
枠
内
に
止
ま
ら

ず
イ
ン
ド
佛
教
の
原
典
研
究
や
成
立
史
的
研
究
及
び
イ
ン
ド
哲
学
の
領
域

に
ま
で
糊
る
方
法
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
起
信
論
』
の
成
立
に

関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
伝
承
資
料
は
、
中
国
・
日
本
に
お
い
て
相
当
な
量

が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
完
全
な
整
理
が
な
さ
れ
た
と
は
言
い
が
た

い
。
著
者
は
各
種
の
経
録
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
岐
に
わ
た
る
諸
資
料
を

精
査
し
つ
つ
資
料
相
互
の
関
係
を
明
瞭
な
ら
し
め
、
『
起
信
論
」
の
成
立

問
題
に
対
し
て
綿
密
な
研
究
が
繰
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

さ
て
、
は
し
が
き
に
よ
れ
ば
本
書
は
、
著
者
柏
木
弘
雄
氏
が
一
九
七
五

年
十
月
、
東
京
大
学
に
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
で
あ
り
、
五
年
を
経

過
し
て
此
に
公
刊
の
運
び
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
起
信
論
』
の
研
究

害
と
し
て
は
数
年
前
に
平
川
彰
博
士
の
『
大
乗
起
信
論
』
（
佛
典
講
座
翌

が
出
版
さ
れ
て
論
の
概
要
を
知
る
に
大
い
に
便
宜
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ

に
続
い
て
『
起
信
論
』
の
成
立
問
題
を
論
じ
た
研
究
書
「
大
乗
起
信
論
の

研
究
」
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
、
成
立
問
題
に
つ
い
て
多
く
の
学
説
が
提

出
さ
れ
た
歴
史
を
も
つ
論
で
あ
る
だ
け
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
今
後

の
『
起
信
論
』
研
究
の
指
針
と
な
る
書
物
で
あ
る
こ
と
間
違
い
な
い
。

本
書
の
構
成
は
、
序
論
の
一
「
本
研
究
の
目
的
と
包
含
す
る
資
料
の
範

囲
、
な
ら
び
に
方
法
論
」
に
懇
切
に
示
さ
れ
て
お
り
、
各
章
の
要
約
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
の
記
述
内
容
を
知
る
う
え
に
必
要
な
項
目
を
略

示
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

序
論

第
一
章
起
信
論
の
成
立
に
関
連
す
る
資
料
の
性
格

第
二
章
起
信
論
伝
播
直
後
の
三
部
作

第
三
章
真
諦
訳
と
実
叉
難
陀
訳
と
の
比
較
研
究

第
四
章
起
信
論
思
想
の
課
題

上
記
の
章
題
の
も
と
に
各
章
が
多
く
の
節
に
分
か
れ
、
第
三
章
を
例
外

と
し
て
他
の
三
章
の
各
々
に
緒
言
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
本
書
の
末

尾
に
は
『
起
信
論
』
に
対
す
る
明
治
以
後
の
文
献
目
録
と
和
漢
・
印
欧
語

の
索
引
が
あ
る
。

’
一

前
掲
の
項
目
に
従
っ
て
本
書
の
内
容
を
簡
約
し
て
紹
介
し
て
み
た
い
と
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田
噌
フ
。

序
論
は
、
本
研
究
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
単
に
『
起
信
論
』
の
イ
ン
ド

撰
述
か
中
国
撰
述
か
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
解
答
を
見
出
す
こ
と
で
は
な

く
、
成
立
に
関
す
る
資
料
論
と
し
て
の
立
場
の
構
築
に
あ
る
と
述
尋
へ
る
。

著
者
が
『
起
信
論
』
の
思
想
内
容
を
問
題
と
す
る
際
の
方
法
は
、
あ
く
ま

で
も
資
料
論
に
資
す
る
も
の
と
し
て
歴
史
的
、
発
生
的
で
あ
り
、
従
っ
て

『
起
信
論
』
に
対
す
る
自
己
自
身
の
内
面
的
理
解
を
直
接
に
論
ず
る
方
法

は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
起
信
論
」
の
個
々
の
教
説
を
分
析

・
比
較
・
統
合
し
て
得
ら
れ
た
見
解
を
、
『
起
信
論
』
の
成
立
に
関
す
る

資
料
論
と
し
て
の
本
質
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
厳
正
な

る
判
断
の
も
と
に
論
旨
の
骨
格
の
中
に
取
入
れ
て
い
る
。
次
に
『
起
信
論
』

の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
多
数
の
刊
本
と
古
写
本
を
紹
介
し
、
テ
キ
ス

ト
各
交
の
性
格
及
び
校
合
上
の
資
料
的
価
値
に
関
し
て
も
指
摘
が
あ
る
。

『
起
信
論
」
の
本
文
自
体
の
研
究
を
目
的
と
し
て
そ
の
原
型
を
求
め
ん
と

す
る
場
合
に
は
、
現
存
最
古
の
註
釈
書
で
あ
る
曇
延
の
『
大
乗
起
信
論
疏
』

に
お
け
る
所
釈
の
本
文
や
現
存
の
大
蔵
経
に
収
め
ら
れ
る
高
麗
蔵
本
が
有

効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
『
起
信
論
』
の
註
解
・
研
究

に
対
す
る
史
的
概
観
に
つ
い
て
は
、
『
起
信
論
』
中
国
伝
播
直
後
か
ら
江

戸
時
代
ま
で
の
註
釈
書
類
を
提
示
し
、
主
要
な
も
の
に
は
解
題
を
行
な
い
、

註
釈
者
達
に
み
ら
れ
る
個
有
な
問
題
意
識
に
つ
い
て
そ
の
説
相
の
面
か
ら

述
今
へ
る
。
最
後
に
、
古
註
釈
書
た
と
え
ば
『
浄
影
疏
』
『
海
東
疏
』
『
賢

首
義
記
』
に
み
ら
れ
る
経
論
の
引
用
文
を
通
し
て
み
た
『
起
信
論
』
の
先

駆
思
想
を
論
述
し
て
い
る
。
た
だ
し
註
釈
害
に
お
け
る
特
殊
的
立
場
に
、

な
る
べ
く
陥
る
こ
と
の
な
い
比
較
的
安
全
と
思
わ
れ
る
用
例
の
み
を
取
出

す
こ
と
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。

第
一
章
「
起
信
論
の
成
立
に
関
連
す
る
資
料
の
性
格
」
は
、
『
起
信
論
』

の
成
立
・
訳
出
に
関
し
て
古
来
言
及
さ
れ
て
き
た
諸
資
料
と
、
最
近
に
至

る
研
究
文
献
と
く
に
『
起
信
論
』
撰
述
説
の
中
で
問
題
に
さ
れ
た
種
灸
の

資
料
を
整
理
し
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
の
性
格
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
本
章
は

四
節
に
区
分
さ
れ
る
。
第
一
節
「
成
立
に
関
連
す
る
伝
承
資
料
の
検
討
」

で
は
、
経
録
資
料
に
み
ら
れ
る
『
起
信
論
』
の
成
立
に
関
す
る
記
載
事
項

を
吟
味
し
、
ま
た
経
録
以
外
の
伝
承
資
料
の
中
か
ら
も
そ
れ
を
列
挙
し
て

二
の
資
料
の
性
格
を
論
じ
て
い
る
。
現
存
す
る
経
録
の
中
で
「
起
信
論
」

の
名
を
最
初
に
記
載
し
た
の
は
五
九
四
年
に
法
経
等
が
編
纂
し
た
『
法
経

録
』
で
あ
り
こ
れ
を
「
衆
論
疑
惑
」
に
編
入
し
た
の
に
対
し
て
、
後
代
の

撰
述
に
な
る
『
歴
代
三
宝
紀
』
か
ら
『
開
元
録
』
ま
で
の
諸
経
録
で
は
真

諦
録
の
中
に
相
当
せ
し
め
て
い
る
。
著
者
は
と
く
に
『
起
信
論
』
の
中
国

伝
播
後
の
比
較
的
早
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
法
経
録
』
『
歴
代
三
宝
紀
』
『
仁

寿
録
』
の
記
述
を
論
の
成
立
に
関
す
る
重
要
な
資
料
と
し
、
そ
れ
ら
を
真

諦
訳
出
の
他
経
論
と
の
関
連
に
お
い
て
解
明
す
る
。
第
二
節
「
馬
鳴
（
庶
‐

ぐ
ゅ
警
○
笛
）
造
・
真
諦
（
勺
騨
国
目
倒
昏
Ｐ
）
訳
に
つ
い
て
」
で
は
、
『
起
信
論
』

の
伝
播
直
後
か
ら
す
で
に
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
「
馬
鳴

造
・
真
諦
訳
」
の
問
題
を
伝
記
及
び
伝
承
並
び
に
『
起
信
論
』
と
の
関
係

な
ど
の
角
度
か
ら
論
じ
て
い
る
。
『
起
信
論
』
の
作
者
を
馬
鳴
で
あ
る
と

す
る
伝
承
の
出
所
を
馬
鳴
の
伝
記
・
伝
承
・
著
述
の
性
格
な
ど
と
の
関
連

に
お
い
て
確
め
よ
う
と
試
み
て
も
現
在
の
研
究
成
果
の
範
囲
内
に
お
い
て

は
明
確
な
結
論
は
得
ら
れ
な
い
。
論
の
成
立
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
は
、
『
起
信
論
』
に
お
け
る
馬
鳴
の
著
者
性
の
問
題
よ
り
も
翻
訳
者
の
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問
題
の
ほ
う
が
よ
り
結
論
的
な
も
の
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
本

節
に
お
い
て
著
者
は
主
に
『
続
高
僧
伝
』
の
真
諦
伝
を
抄
出
し
つ
つ
真
諦

の
伝
記
を
略
説
し
た
う
え
で
、
「
起
信
論
』
が
果
し
て
真
諦
の
訳
出
で
あ

っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
の
見
解
を
、
真
諦
訳
出
経
論
に
み
ら
れ
る
訳
語
例

と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
真
諦
三
蔵
に
関
す

る
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
た
る
宇
井
説
及
び
望
月
説
を
取
上
げ
つ
つ
問
題

点
を
究
明
す
る
。
第
三
節
「
起
信
論
撰
述
問
題
に
関
す
る
諸
説
の
検
討
」

で
は
、
『
起
信
論
』
撰
述
論
争
の
中
で
中
国
撰
述
ま
た
は
イ
ン
ド
撰
述
を

主
張
し
た
代
表
的
な
学
説
を
挙
げ
て
そ
の
論
拠
の
要
点
を
示
し
つ
つ
、
著

者
に
よ
る
批
判
的
見
解
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
概
観
さ
れ
る
望
月
説

を
は
じ
め
と
す
る
学
説
の
数
は
、
約
十
四
種
の
項
目
に
及
び
、
こ
の
学

説
に
つ
い
て
問
題
整
理
が
施
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
起
信
論
』
の
成
立
史
的

位
置
づ
け
を
見
通
す
場
合
の
資
料
の
一
つ
と
し
て
重
要
な
作
業
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
『
起
信
論
』
の
撰
述
問
題
に
つ
い
て
の
著
者
自
身
の
立
場
は
、

第
四
節
「
起
信
論
の
成
立
に
関
す
る
問
題
点
の
整
理
」
に
お
い
て
明
ら
か

に
な
る
。
す
な
わ
ち
中
国
撰
述
の
論
拠
と
さ
れ
る
考
え
方
に
対
す
る
批
判

的
立
場
を
打
出
し
、
『
起
信
論
』
自
身
の
中
心
思
想
は
、
イ
ン
ド
佛
教
に

お
け
る
思
想
・
教
理
の
延
長
線
上
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
の
ほ
う
が
よ
り

必
然
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
「
起
信
論
伝
播
直
後
の
三
部
作
」
は
、
『
起
信
論
』
に
対
す
る
現

存
最
古
の
註
釈
書
で
あ
る
曇
延
の
『
大
乗
起
信
論
疏
』
、
『
起
信
論
」
説
を

用
い
て
中
国
佛
教
独
自
の
主
張
を
展
開
せ
し
め
た
偽
経
『
占
察
善
悪
業
報

経
』
、
『
起
信
論
』
の
綱
格
を
採
用
し
つ
つ
独
自
の
止
観
二
門
の
教
義
を
打

立
て
た
『
大
乗
止
観
法
門
』
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
伝
播
直
後
の
三
部
作

と
し
て
論
述
し
て
い
る
。
ま
ず
『
曇
延
疏
』
に
つ
い
て
は
、
摂
論
師
と
し

て
有
名
な
曇
延
が
『
起
信
論
」
を
註
釈
す
る
際
の
解
釈
法
の
特
質
を
明
ら

か
に
し
（
第
一
節
）
、
さ
ら
に
彼
の
学
系
や
、
そ
の
系
列
に
属
す
る
諸
師
に

お
け
る
講
説
の
態
度
を
も
明
ら
か
に
す
る
（
第
二
節
）
。
次
に
偽
経
『
占
察

善
悪
業
報
経
」
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
起
信
論
』
説
の
特
徴

が
、
『
占
察
経
』
上
下
二
巻
の
内
容
を
通
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
第
三
節
）
。

か
つ
て
望
月
博
士
は
『
起
信
論
』
の
中
国
撰
述
説
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
、

『
占
察
経
』
に
基
い
て
『
起
信
論
」
が
成
立
し
た
と
い
う
見
解
を
打
出
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
立
論
は
『
占
察
経
」
と
『
起
信
論
』
と
の
前

後
関
係
を
逆
に
し
た
も
の
で
あ
り
こ
の
見
地
は
ま
さ
に
卓
見
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
『
大
乗
止
観
法
門
』
は
、
作
者
及
び
成
立
年

代
に
疑
問
の
あ
る
書
物
で
あ
る
。
著
者
は
近
来
の
研
究
成
果
を
総
合
的
に

判
断
し
て
、
『
大
乗
止
観
法
門
』
の
撰
者
を
曇
遷
も
し
く
は
彼
の
周
辺
に

仮
定
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
穏
当
で
あ
る
と
し
、
『
起
信
論
』
伝
播
直
後

の
六
世
紀
後
半
の
著
作
に
相
当
す
る
と
述
、
へ
る
。
「
大
乗
止
観
法
門
』
の

思
想
構
造
の
中
か
ら
『
起
信
論
』
説
依
用
の
立
場
が
明
ら
か
に
さ
れ
る

（
第
四
節
）
。

第
三
章
「
真
諦
訳
と
実
叉
難
陀
訳
と
の
比
較
研
究
」
は
、
起
信
論
の

新
旧
両
訳
テ
キ
ス
ト
の
検
討
の
も
と
に
論
の
全
文
に
わ
た
る
比
較
対
照
作

業
が
な
さ
れ
、
比
較
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
問
題
点
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。
古
来
、
真
諦
訳
と
実
叉
難
陀
訳
と
名
づ
け
ら
れ
て
き
た
（
Ｐ
本
と
Ｓ

本
）
両
本
が
果
し
て
真
諦
あ
る
い
は
実
叉
難
陀
に
よ
る
訳
出
と
み
な
す
こ

と
が
で
き
る
か
否
か
を
、
直
接
に
両
本
の
文
面
に
当
た
っ
て
検
討
す
る
の

で
あ
り
、
も
っ
と
も
原
本
に
近
い
と
目
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
底
本
と
し
て
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新
旧
両
訳
の
比
較
校
合
が
豊
富
な
註
記
を
交
え
て
行
な
わ
れ
る
。
実
叉
難

陀
訳
と
称
し
て
き
た
新
訳
本
（
Ｓ
本
）
は
、
旧
訳
本
（
Ｐ
本
）
に
比
雷
へ
て
あ
ま

り
依
用
さ
れ
な
か
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
取
込
む
こ
と
に
よ

っ
て
逆
に
旧
訳
本
（
Ｐ
本
）
の
訳
語
・
訳
風
の
一
般
的
傾
向
が
よ
り
闘
明
に

な
る
。
ま
た
新
訳
本
（
Ｓ
本
）
の
成
立
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
実
叉
難
陀
の
訳

と
み
な
さ
な
い
説
も
あ
っ
て
、
後
に
玄
英
梵
訳
説
を
も
惹
起
せ
し
め
た
。

著
者
は
実
叉
難
陀
訳
の
『
八
十
巻
華
厳
経
』
な
ら
び
に
『
七
巻
梧
伽
経
』

に
お
け
る
訳
語
と
の
関
係
に
も
注
目
す
る
。
そ
の
結
果
、
新
訳
本
（
Ｓ
本
）

が
実
叉
難
陀
に
よ
る
再
訳
本
で
あ
る
こ
と
を
、
決
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら

な
い
に
し
て
も
、
積
極
的
に
否
定
す
る
材
料
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

『
起
信
論
」
が
イ
ン
ド
撰
述
か
中
国
撰
述
か
と
い
う
従
来
の
論
争
を
追

う
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
成
立
問
題
の
真
相
は
究
明
さ
れ
え
な
い
と
さ
れ

る
著
者
の
立
場
は
、
『
起
信
論
」
そ
の
も
の
か
ら
読
み
と
れ
る
思
想
を
そ

の
先
駆
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
方
法

と
し
て
、
こ
れ
を
『
起
信
論
』
の
成
立
に
関
す
る
資
料
論
に
資
せ
ん
と
企

て
る
。
そ
れ
が
第
四
章
「
起
信
論
思
想
の
課
題
」
で
あ
る
。
成
立
史
的
考

察
に
主
眼
を
置
き
、
ま
た
『
起
信
論
』
の
所
説
の
中
に
独
自
の
表
現
形
式

を
見
出
す
こ
と
に
留
意
し
て
い
る
。
本
章
は
二
節
に
区
分
さ
れ
全
体
が
一

二
五
頁
に
も
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
所
論
を
、
著
者
自
ら
述
零
へ
て

い
る
ご
と
く
一
‐
起
信
論
自
身
の
中
心
思
想
に
認
め
ら
れ
る
思
想
史
的
必
然

性
を
確
認
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
構
成
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
一
種
の
イ
ン

三

ド
撰
述
説
で
あ
る
」
（
一
八
一
頁
）
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
「
起

信
論
』
の
組
織
は
、
論
の
冒
頭
の
帰
敬
偶
に
始
ま
り
、
因
縁
分
・
立
義
分

・
解
釈
分
・
修
行
信
心
分
・
勧
修
利
益
分
の
五
分
を
形
成
し
、
最
後
は
廻

向
偶
で
結
ば
れ
る
。
し
か
し
『
起
信
論
』
自
体
に
み
ら
れ
る
独
自
の
表
現

形
式
に
着
目
し
た
場
合
に
は
、
便
宜
上
、
「
外
部
形
式
」
と
「
内
容
（
内

容
形
式
）
」
と
に
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
『
起
信
論
』
説

に
と
っ
て
は
も
っ
と
も
形
式
的
な
思
想
の
詮
表
か
ら
出
発
し
て
、
進
ん
で

「
内
容
」
ま
た
は
「
内
容
形
式
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
至
り
う
る
と

考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

第
一
節
「
外
部
形
式
か
ら
見
た
起
信
論
思
想
の
課
題
」
で
は
、
『
起
信

論
』
の
外
部
形
式
を
形
成
す
る
と
思
わ
れ
る
帰
敬
偶
・
因
縁
分
（
前
分
）
と

勧
修
利
益
分
・
廻
向
偶
（
後
分
）
に
つ
い
て
そ
こ
に
み
ら
れ
る
二
の
教
説

を
先
行
諸
経
論
と
の
対
比
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
。
と
く
に
造
論
の
因

縁
を
説
示
す
る
因
縁
分
に
は
、
摩
訶
桁
の
信
根
を
起
す
に
当
た
っ
て
の
衆

生
の
機
根
に
つ
い
て
述
、
へ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
因
縁
分
に
所
出
の
機

根
に
関
す
る
問
答
体
が
、
「
十
二
門
論
」
観
因
縁
門
及
び
『
十
住
毘
婆
沙

論
』
序
品
に
お
け
る
問
答
体
と
類
似
し
た
側
面
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
⑥

ま
た
「
起
信
論
』
に
お
け
る
大
乗
（
摩
訶
桁
）
の
語
義
用
例
を
検
討
す
る
こ

と
を
通
し
て
「
起
信
論
」
の
「
外
部
形
式
」
の
側
に
お
け
る
問
題
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。

第
二
節
「
思
想
構
築
の
た
め
の
独
自
の
形
態
」
で
は
、
前
節
に
お
い
て

明
確
に
な
っ
た
「
外
部
形
式
」
が
示
唆
す
る
『
起
信
論
」
の
性
格
や
示
標

に
対
し
て
、
本
来
の
「
内
容
」
と
み
な
さ
れ
る
立
義
分
・
解
釈
分
・
修
行

信
心
分
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
『
起
信
論
』
の
中
で
も
と
く
に
理
論
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面
が
開
陳
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
解
釈
分
、
問
題
の
所
在
を
示
し
た
と
み
な

す
善
へ
き
箇
所
は
立
義
分
に
相
当
す
る
。
著
者
は
立
義
分
が
論
の
「
外
部
形

式
」
と
「
起
信
論
」
独
自
の
論
述
「
内
容
」
と
い
う
両
者
の
問
題
意
識
が

接
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
と

く
に
「
法
・
義
」
と
い
う
基
本
的
な
概
念
に
つ
い
て
の
本
節
に
お
け
る
論

述
は
、
前
節
と
密
接
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
「
起

信
論
』
の
思
想
内
容
を
形
成
す
る
重
要
な
概
念
す
な
わ
ち
「
所
言
法
者
謂

衆
生
心
」
や
「
如
来
蔵
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
「
起
信
論
」
の
先
駆
と
な

っ
た
諸
経
論
か
ら
の
影
響
関
係
を
究
明
す
る
。
『
起
信
論
』
に
み
ら
れ
る

如
来
蔵
思
想
は
、
従
来
、
と
く
に
「
拐
伽
経
』
と
の
関
連
が
強
調
さ
れ
て

き
た
が
、
著
者
は
『
傍
伽
経
』
の
み
に
限
定
せ
ず
広
く
『
不
増
不
滅
経
』

『
勝
鬘
経
』
な
ど
の
如
来
蔵
経
典
群
か
ら
の
影
響
関
係
を
逐
次
説
示
し
、

の
み
な
ら
ず
『
華
厳
経
」
『
般
若
経
』
「
維
摩
経
』
『
智
度
論
」
な
ど
と
の

関
連
を
も
指
摘
す
る
。
先
行
諸
経
論
を
受
容
す
る
に
あ
た
っ
て
の
『
起
信

論
』
に
お
け
る
受
容
形
態
の
性
格
が
こ
こ
に
明
ら
か
に
な
る
。
次
に
「
内

容
形
式
」
を
形
成
す
る
と
思
わ
れ
る
諸
概
念
の
中
か
ら
「
心
真
如
門
・
心

生
滅
門
」
と
「
体
・
相
・
用
」
の
三
大
義
を
考
察
の
対
象
と
し
て
そ
の
資

料
的
背
景
を
探
る
作
業
が
な
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
起
信
論
」
の
思
想
内
容
に
迫
る
た
め
の
方
法
と
し
て

表
現
形
式
に
着
目
し
そ
の
背
景
と
な
る
先
行
諸
経
論
の
所
説
を
調
査
す
る

こ
と
は
甚
だ
困
難
な
こ
と
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
仔
細
な
研
究
が

展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
『
起
信
論
』
が
大
乗
の
論
耆
と
し
て

の
一
般
性
を
具
有
す
る
論
で
あ
る
こ
と
及
び
『
起
信
論
』
独
自
の
主
体
的

な
内
容
を
も
つ
こ
と
が
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
昭
和
五
六
年
二
月
、
春
秋
社
、
Ａ
５
版
、
Ⅵ
＋
五
○
六
頁
、
索
引
一
三
貝
）

一

次
の
要
項
で
賛
助
（
定
期
購
読
）
会
員
を

募
集
い
た
し
ま
す
。
会
員
に
は
本
誌
を
発

行
後
す
み
や
か
に
お
送
り
し
、
本
会
の
出

版
物
を
割
引
価
格
で
お
わ
け
し
ま
す
。

○
年
間
会
費
（
二
冊
分
）

国
内
一
、
七
○
○
円

海
外
二
、
○
○
○
円
（
円
払
じ

○
申
込
み
仙
京
都
市
北
区
小
山
上
総
町

大
谷
大
学
佛
教
学
研
究
室

＊
申
込
み
は
郵
便
振
替
が
便
利
で
す
。

（
京
都
函
認
呂
大
谷
大
学
佛
教
学

研
究
室
）

ﾉ

〉

〉

賛
助
会
員
募
集

一 一
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