
月
称
（
９
且
３
国
昌
・
９
？
Ｉ
雷
ｅ
の
入
中
論
（
昌
凹
巳
〕
冨
日
凹
圃
ぐ
Ｐ
‐

①

前
日
‐
ｇ
鼎
扇
）
は
、
十
地
経
に
基
い
て
、
大
乗
の
菩
薩
の
十
地
と

い
う
広
大
な
る
佛
道
、
す
な
わ
ち
、
大
乗
菩
薩
道
の
過
程
を
説
明

し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
入
中
論
と
い
う
書
名
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
入
中
論
は
、
龍
樹
に
よ
っ
て
著
作
さ
れ
た
中
論
偶

な
ど
の
「
中
論
（
旨
自
身
四
目
幽
冨
‐
識
の
茸
煙
）
に
悟
入
せ
し
め
ん
が
た

め
に
」
造
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
著
者
自
身
に
よ
っ
て
、

そ
の
跨
頭
に
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
入
中
諭
の

註
釈
者
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
（
盲
乱
目
目
煙
↑
旨
１
局
ｅ
は
、
入
中
論

著
作
の
目
的
は
、
人
法
二
無
我
の
説
示
で
あ
り
、
そ
の
目
的
の
目

大
乗
菩
薩
道
に
お
け
る
「
唯
」
の
思
想

（
本
稿
は
、
去
る
昭
和
五
十
三
年
六
月
二
十
八
日
の
大
谷
大
学
佛
教
学
会
に
お
い
て
、
弓
唯
』
と
し
て
の
大
乗
菩
薩
道

１
入
中
論
に
お
け
る
「
唯
心
』
と
「
唯
世
俗
』
ｌ
」
と
題
し
て
発
表
し
た
と
き
の
草
稿
を
補
訂
し
た
も
の
で
あ
る
）

的
は
、
龍
樹
の
中
論
偶
な
ど
の
中
論
に
悟
入
せ
し
め
る
こ
と
で
あ

る
と
註
釈
し
、
ま
た
、
ツ
ォ
ソ
カ
・
〈
（
日
の
目
冨
四
君
・
宗
喀
巴
、

岳
３
１
底
ご
）
は
、
そ
の
入
中
諭
釈
〃
意
趣
善
明
（
狩
○
儲
冨
尉
号

聰
巴
）
〃
に
お
い
て
、
甚
深
（
親
日
目
副
四
）
な
る
中
観
説
を
も
っ
て

の
唯
識
説
批
判
と
、
広
大
（
且
胃
秒
）
な
る
大
乗
菩
薩
道
と
が
、
龍

樹
に
よ
っ
て
明
確
に
は
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
を
解
明
し

た
の
が
入
中
諭
で
あ
り
、
入
中
論
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
こ

れ
ら
甚
深
と
広
大
と
の
両
方
を
踏
え
た
上
で
、
龍
樹
の
中
諭
偶
な

ど
の
中
論
を
読
ま
な
け
れ
ば
、
中
論
に
悟
入
す
る
こ
と
は
で
き
な

②

い
と
註
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
ジ
ャ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
と
ツ
ォ
ン
カ
パ

と
の
入
中
論
造
論
の
意
趣
に
対
す
る
註
釈
の
内
容
を
見
る
と
、
入

中
論
著
作
の
目
的
が
、
そ
の
第
六
章
の
上
に
集
中
し
、
そ
こ
に
お

小

川

一

乗
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い
て
完
遂
さ
れ
て
い
る
と
さ
え
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な

れ
ば
、
分
量
的
に
入
中
論
全
体
の
三
分
の
二
を
占
め
る
そ
の
第
六

章
に
お
い
て
、
著
作
の
目
的
で
あ
る
人
法
二
無
我
が
詳
説
さ
れ
、

甚
深
な
る
中
観
説
を
も
っ
て
の
唯
識
説
批
判
が
詳
細
に
行
な
わ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
入
中
論
の
第
六
章
は
、
入
中
論
著
作
の
目
的
で

あ
る
人
法
二
無
我
の
詳
説
と
い
う
点
か
ら
も
、
甚
深
な
る
中
観
説

に
よ
る
唯
識
説
批
判
と
い
う
点
か
ら
も
、
入
中
論
に
お
け
る
思
想

的
中
心
で
あ
り
、
月
称
に
お
け
る
中
観
説
が
解
説
さ
れ
て
い
る
重

要
な
一
章
で
あ
る
。
加
え
て
、
こ
の
こ
と
は
、
月
称
の
中
観
説
が

大
乗
菩
薩
道
と
の
関
わ
り
の
上
で
、
ど
の
よ
う
な
思
想
的
役
割
を

は
た
し
て
い
る
か
を
知
り
得
る
貴
重
な
一
章
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

さ
て
、
入
中
論
の
第
六
章
は
、
菩
薩
の
第
六
地
「
現
前
地
」
の
説

明
で
あ
る
が
、
こ
の
章
は
ま
た
、
般
若
波
羅
蜜
多
章
と
も
い
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
入
中
論
の
第
一
章
は
菩
薩
の
初
地
の
説
明
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
六
波
羅
蜜
多
の
最
初
の
布
施
波
羅
蜜
多
の
章
で
あ

り
、
順
次
に
、
第
五
章
は
菩
薩
の
第
五
地
の
説
明
で
あ
っ
て
、
そ

れ
が
禅
定
波
羅
蜜
多
の
章
で
あ
り
、
般
若
波
羅
蜜
多
の
章
と
し
て

二

の
こ
の
第
六
章
に
至
っ
て
菩
薩
の
六
波
羅
蜜
多
が
完
備
す
る
わ
け

で
あ
る
。
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
に
よ
れ
ば
、
直
前
の
第
五
章
（
菩
薩
の
第

五
地
）
の
禅
定
波
羅
蜜
多
に
お
い
て
止
（
蟹
日
蝕
吾
巴
・
心
を
鍛
練
し

て
一
切
の
外
境
や
分
別
に
動
か
さ
れ
ず
、
心
を
特
定
の
対
象
に
そ
そ
ぐ
心

一
境
性
）
が
と
と
の
え
ら
れ
、
こ
の
第
六
章
（
菩
薩
の
第
六
地
）
の
般

若
波
羅
蜜
多
に
お
い
て
観
（
ぐ
ぢ
鼠
制
目
・
止
に
よ
っ
て
正
し
い
智
慧③

を
起
し
て
対
象
を
観
察
す
る
こ
と
）
が
は
じ
ま
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

簡
単
に
い
え
ば
、
第
五
地
ま
で
に
お
い
て
空
性
と
い
う
真
実
を
見

る
心
が
と
と
の
え
ら
れ
、
い
よ
い
よ
第
六
地
に
お
い
て
、
空
性
の

真
実
が
具
体
的
に
明
確
に
観
察
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
菩
薩
道
に
お
け
る
第
六
地
の
般
若
波
羅
蜜
多
の
章
に

お
い
て
、
空
性
の
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
人
法
二
無
我
が
詳
説
さ

れ
、
唯
識
説
批
判
が
詳
細
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注

意
す
、
へ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い

る
人
法
二
無
我
の
説
明
も
、
唯
識
説
批
判
も
、
そ
れ
ら
が
菩
薩
の

第
六
地
と
い
う
菩
薩
道
の
次
元
（
段
階
）
で
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
、
月
称
の
中
観
説
が
、
大

乗
菩
薩
道
と
の
関
わ
り
の
中
で
佛
教
と
し
て
の
そ
の
思
想
性
が
問

わ
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

の句
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以
上
の
よ
う
な
事
柄
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
入
中
論
の
第
六
章

の
内
容
を
検
討
す
る
と
き
、
一
つ
の
特
徴
的
な
問
題
が
浮
び
上
っ

て
く
る
の
で
あ
る
。
い
ま
は
そ
れ
を
、
仮
り
そ
め
に
「
『
唯
（
日
弾
目
こ

の
思
想
」
と
で
も
表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
入
中
論
の
第
六
章
、
す
な
わ
ち
菩
薩
の
第
六
地
に
お
け

る
「
唯
」
の
思
想
と
い
え
ば
、
十
地
経
の
第
六
地
の
説
示
の
中
で
、

、
、

「
お
よ
そ
こ
の
三
界
に
属
す
る
も
の
は
す
寺
へ
て
こ
れ
唯
心
で
あ

④る
」

⑤

と
説
か
れ
、
十
地
経
を
有
名
な
ら
し
め
て
い
る
あ
の
三
界
唯
心
説

の
こ
と
に
必
然
的
に
思
い
至
る
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

す
で
に
述
尋
へ
た
如
く
、
入
中
論
の
第
六
章
は
、
ま
さ
し
く
十
地
経

に
お
け
る
そ
の
第
六
地
を
背
景
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
三

界
唯
心
説
の
「
唯
心
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
も
、
唯
識
説
の
主
張

を
批
判
し
つ
つ
自
ら
の
中
観
説
的
解
釈
を
説
明
し
て
い
る
。
す
で

に
周
知
さ
れ
て
い
る
如
く
、
三
界
唯
心
の
唯
心
と
は
、
作
者
の
否

定
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
中
観
説
の
解
釈
と
、
外
境
の
否
定
を

意
味
し
て
い
る
と
い
う
唯
識
説
の
解
釈
と
の
相
異
し
た
二
解
釈
が

⑥

伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
と
も
あ
れ
、
そ
れ
ら
二
解
釈
が
、
と
も
に
、

菩
薩
の
第
六
地
と
い
う
次
元
に
お
け
る
三
界
唯
心
の
問
題
に
対
す

｜
｜
’

さ
て
、
「
三
界
唯
心
」
と
い
わ
れ
る
場
合
の
「
三
界
（
ｇ
‐
号
弾
巨
）
」

と
は
「
三
界
繋
言
巴
‐
己
国
昌
ｓ
三
界
に
属
す
る
も
の
）
」
と
い
う
こ

と
て
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
有
（
巨
国
ぐ
ゅ
・
迷
い
の
生
存
）
」
の

す
零
へ
て
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
な
く
、
一
切
の
虚
妄
な
る
あ
り

方
で
あ
る
。
ま
た
、
「
唯
心
」
と
は
「
心
の
み
か
ら
な
る
（
凰
冒
↑
‐

目
弾
目
）
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
三
界
唯
心
と
は
、

る
解
釈
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
、
い
ま
は
特
に
注
意
し
た
い
。
そ

の
意
味
に
つ
い
て
の
究
明
が
、
菩
薩
の
第
六
地
に
お
け
る
特
徴
的

な
一
つ
の
思
想
を
い
ま
「
唯
」
の
思
想
と
仮
称
す
る
所
以
で
も
あ

マ
（
》
○ゞ

ち
な
み
に
、
三
界
唯
心
に
対
す
る
唯
識
説
の
〃
外
境
の
否
定

（
唯
識
無
境
）
″
に
つ
い
て
は
、
唯
識
説
の
思
想
史
的
な
展
開
の
中

⑦

で
、
そ
の
理
解
に
相
異
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

い
ま
は
こ
れ
以
上
に
言
及
し
な
い
。
た
だ
し
、
月
称
の
中
観
説
の

立
場
か
ら
、
後
に
少
し
く
関
説
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、

以
下
に
お
い
て
は
、
三
界
唯
心
に
対
す
る
中
観
説
の
解
釈
、
特
に

入
中
論
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
る
月
称
の
解
釈
を
紹
介
し
つ
つ
、

そ
の
「
唯
心
」
と
い
う
こ
と
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
を
究
明
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
。

四
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．
切
の
虚
妄
な
る
あ
り
方
は
心
の
み
か
ら
な
る
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
迷
い
の
世
界
は
心
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
唯
心
」
の
心
は
、
虚

妄
心
で
あ
る
か
真
実
心
で
あ
る
か
、
と
い
う
議
論
が
、
イ
ン
ド
の

後
期
大
乗
佛
教
や
中
国
佛
教
に
お
い
て
関
心
を
集
め
た
と
い
う
こ

⑧

と
で
あ
る
が
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
深
く
立
ち
入
っ
て
そ
の

議
論
の
真
意
を
究
明
す
る
こ
と
を
い
ま
は
差
し
控
え
た
い
。
た
だ
、

大
乗
佛
教
、
特
に
中
観
説
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
虚
妄
心
と
は
、

ま
さ
し
く
「
三
界
と
い
う
虚
妄
な
る
あ
り
方
を
作
り
出
し
て
い
る

心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
虚
妄
な
る
は
た
ら
き
の
あ
る
心
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
極
言
す
れ
ば
、
「
心
心
所
と
し
て
現
行
し

は
た
ら
い
て
い
る
心
は
す
べ
て
虚
妄
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
真
実
心
と
は
、
「
心
の
本
性

は
空
性
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
空
性
と
い
う
本
来
的

な
あ
り
方
に
お
け
る
心
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
っ
と
明
確
に

い
え
ば
、
「
心
と
し
て
の
は
た
ら
き
が
無
く
な
っ
た
心
」
、
「
心
が

心
で
な
く
な
っ
た
心
」
、
す
な
わ
ち
「
心
心
所
と
し
て
の
現
行
が
寂

滅
し
た
状
態
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
虚

妄
心
と
真
実
心
と
い
う
表
現
の
仕
方
は
、
心
に
二
種
類
が
あ
る
か

の
よ
う
な
誤
解
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
も
と
よ
り
そ
う
で
は

な
く
、
特
に
月
称
の
中
観
説
に
あ
っ
て
は
、
心
が
三
界
を
作
り
出

し
三
界
に
お
い
て
は
た
ら
く
あ
り
方
（
心
心
所
の
現
行
）
を
虚
妄
心

と
い
い
、
そ
の
虚
妄
心
の
本
性
は
空
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
（
心

⑨

心
所
の
寂
滅
）
を
真
実
心
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と

も
あ
れ
、
「
三
界
唯
心
」
と
い
う
場
合
の
心
と
は
、
こ
の
意
味
で
、

三
界
を
作
り
出
し
現
に
は
た
ら
い
て
い
る
虚
妄
心
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。先

に
、
中
観
説
に
お
い
て
は
、
十
地
経
の
第
六
地
の
中
で
説
か

れ
る
こ
の
「
三
界
唯
心
」
と
は
、
作
者
の
否
定
を
意
味
す
る
、
と

解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
入
中
論
に
お
い
て
も
同
様
に
解

釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
中
観
説
の
解
釈

は
、
十
地
経
に
お
い
て
、

「
作
者
に
強
く
執
着
す
る
こ
と
か
ら
、
作
用
が
仮
設
さ
れ
る
。

作
者
が
存
在
し
な
い
と
き
、
作
用
も
ま
た
、
そ
こ
に
勝
義
と
し

⑩

て
知
得
さ
れ
な
い
」

と
説
か
れ
、
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
先
に
示
し
た
「
三
界
唯
心
」

の
文
が
説
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
構
文
の
上
か
ら
も
、
十
地
経
の

中
に
お
い
て
明
確
に
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
〃
作

者
の
否
定
″
の
内
容
を
、
入
中
論
に
よ
っ
て
簡
単
に
紹
介
す
る
と
、

三
界
唯
心
と
は
、

「
常
住
な
る
我
（
喫
日
四
口
）
で
あ
る
作
者
が
否
定
さ
れ
て
、
世
俗

⑪

に
お
い
て
、
心
の
み
が
作
者
で
あ
る
と
現
見
す
る
」
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
略
説
す
れ
ば
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
正
統
派

の
宗
教
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
ア
ー
ト
マ
ン
と
か
、
プ
ル
シ

ャ
と
か
、
イ
ー
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
等
や
、
佛
教
内
に
お
け
る
プ
ド
ガ
ラ

等
の
作
者
性
を
否
定
し
、
す
な
わ
ち
、
佛
教
の
無
我
説
の
具
体
的

な
否
定
対
象
と
し
て
の
我
（
騨
昌
四
口
）
等
が
三
界
の
作
者
で
あ
る
こ

と
を
否
定
し
、
三
界
の
作
者
は
、
世
俗
に
お
い
て
～
た
だ
心
の
み

．
唯
心
で
あ
る
と
現
見
す
る
、
そ
の
こ
と
が
菩
薩
行
と
し
て
こ
こ

に
説
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
三
界
の
作
者
は
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、
心
以
外
の
三
界
と
い
う
外
境
は
心
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の

と
な
る
、
す
な
わ
ち
無
境
（
外
境
の
否
定
）
と
な
る
、
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
〃
作
者
の
否
定
↓
外
境
の
否
定
″
と
い
う
反
問
が
提

起
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
対
し
て
、
入
中
論
で
は
、
十
地
経
に
三

界
唯
心
と
説
か
れ
て
い
る
「
唯
心
（
昌
冨
‐
日
礫
国
・
心
の
み
か
ら
な

る
）
」
と
は
、

⑫

「
た
だ
心
の
み
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
」
（
・
洋
３
日
弾
昌
冒
冒
騨
‐

Ｑ
目
ロ
四
目
）

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
外
境
の
否
定
は
意
味
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
釈
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
唯
心
」
と
十
地
経
に

説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
主
要
な
も
の
で
あ
る
（
冒
騨
〔
夛
習
国

⑬

・
・
匡
風
》
白
煙
目
】
胃
冒
ｏ
５
巴
）
」
と
い
う
意
味
が
省
略
さ
れ
て
い
る

と
見
る
蕊
へ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
心
以
外
の
外
境
は
「
主
要
な
も

の
で
は
な
い
」
と
い
う
意
味
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

存
在
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
解
釈
が
な
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
外
境
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
認
識
対
象

は
、
認
識
主
体
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
認
識
対
象
と
さ
れ
る

と
き
、
は
じ
め
て
認
識
対
象
と
な
り
得
る
と
い
う
認
識
主
体
と
認

識
対
象
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
認
識
対
象
は
認
識
主
体
な
く

し
て
あ
り
え
な
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
、
認
識
対
象
の
存
在
性

が
否
定
さ
れ
て
い
く
見
解
（
外
境
の
否
定
）
に
対
し
て
、
そ
の
認
識

対
象
を
「
主
要
な
も
の
で
な
い
も
の
」
と
い
う
あ
り
方
に
お
い
て

認
め
て
そ
の
存
在
性
を
否
定
し
な
い
月
称
の
中
観
説
の
見
解
（
作

者
の
否
定
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
中
観
説
の
見
解
と
は
、
基
本
的
に

は
、
認
識
主
体
と
認
識
対
象
と
は
相
待
関
係
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、

認
識
主
体
が
認
識
主
体
と
な
り
得
る
の
は
認
識
対
象
に
よ
っ
て
で

あ
り
、
同
時
に
、
そ
の
認
識
対
象
が
認
識
対
象
と
な
り
得
る
の
は

認
識
主
体
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
認
識
対
象
な
く

し
て
認
識
主
体
は
あ
り
得
な
い
と
同
時
に
、
認
識
主
体
な
く
し
て

認
識
対
象
も
あ
り
得
な
い
（
能
所
の
有
無
平
等
）
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
従
っ
て
、
こ
の
中
観
説
の
見
解
か
ら
、
三
界
な
る
認
識
対
象

は
心
な
る
認
識
主
体
の
み
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
意
味
に
お
け
る
三
界
と
心
と
の
関
係
は
、
心
が
ま
ず
存
在
し
て
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
三
界
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
三
界

と
心
と
は
相
依
相
待
で
あ
る
と
い
う
関
係
（
縁
起
）
の
中
に
あ
っ
て
、

心
の
方
が
主
要
な
も
の
て
あ
り
、
三
界
は
主
要
な
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
月
称
の
入
中
論
に
お
け
る
「
三
界
唯
心
」
に
つ
い

て
の
解
釈
は
、
簡
略
に
述
雫
へ
れ
ば
、
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
月
称
の
中
観
説
に
お
け
る
「
三
界
唯
心
」
の
意
味
を
考
え

る
と
き
、
中
観
の
二
諦
説
に
よ
っ
て
、
三
界
も
心
も
、
世
俗
と
し

て
認
め
ら
れ
る
が
、
勝
義
と
し
て
は
、
と
も
に
不
可
得
空
と
し
て

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
基
本
的
な
あ
り
方
に
お
い
て
、
そ
の
意
味

が
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
断
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
世
俗
と
し
て
の
み
認
め
ら
れ
る
三
界
と
心
と
は
、
「
三
界

唯
心
」
と
し
て
、
菩
薩
の
第
六
地
と
い
う
段
階
に
存
在
す
る
菩
薩

た
ち
の
主
体
に
よ
っ
て
現
見
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
注

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
三
界
唯
心
」
と
い
う

こ
と
の
言
葉
の
意
味
は
、
「
心
の
み
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
菩
薩
の
第
六
地
と
い
う
菩
薩
道
に

あ
る
者
の
認
識
内
容
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
心
の
重

要
性
の
主
張
と
い
う
佛
教
の
伝
統
的
な
あ
り
方
の
単
な
る
表
明
に

止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
越
え
て
、
思
想
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
必

然
性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
十
地
経

に
お
け
る
三
界
唯
心
説
が
菩
薩
の
第
六
地
に
お
け
る
思
想
と
し
て

思
惟
さ
れ
展
開
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
「
唯
心
」
と
い
う
「
唯
」

の
思
想
を
越
え
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
「
唯
心
」
を
越
え
る
と

は
、
唯
心
と
し
て
心
の
主
要
性
を
観
じ
つ
っ
、
そ
こ
に
お
け
る
心

に
対
す
る
執
着
の
克
服
と
い
う
こ
と
て
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
月

称
の
入
中
論
に
お
い
て
は
、
「
唯
世
俗
」
と
し
て
思
惟
さ
れ
展
開

さ
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
唯
世
俗
」

と
は
、
「
唯
心
」
を
中
観
説
的
に
克
服
し
た
「
唯
」
の
思
想
で
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
「
唯
心
」
す
な
わ
ち

「
唯
識
（
ぐ
言
胃
四
‐
日
騨
目
）
」
が
「
唯
記
誠
（
ぐ
昔
沙
目
‐
目
騨
目
）
」
と

し
て
思
惟
さ
れ
展
附
さ
れ
た
こ
と
に
お
い
て
、
唯
識
説
が
思
想
と

な
り
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
、
入
中
諭

に
お
け
る
月
称
の
「
唯
世
俗
」
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
月
称
の
「
唯
世
俗
」
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
「
唯
心
」
と

い
う
「
唯
」
の
思
想
を
越
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
必
然
的
な
展
開
と

し
て
の
〃
認
識
論
的
な
世
俗
観
″
と
も
い
う
今
へ
き
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
た
、
中
観
の
二
諦
説
に
対
す
る
特
色
あ
る
解
釈
と
も
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

五

さ
て
、
入
中
諭
に
お
け
る
月
称
の
「
唯
世
俗
（
の
四
目
く
旨
‐
日
興
国
）
」
釘



と
は
、
中
観
説
の
基
本
で
あ
る
二
諦
説
の
中
の
世
俗
諦
解
釈
の
上

で
見
出
さ
れ
る
世
俗
観
で
あ
る
。
す
で
に
周
知
の
如
く
、
中
観
の

二
諦
説
と
は
、
龍
樹
の
中
論
偶
第
二
四
章
「
観
聖
諦
品
」
の
第
八

偶
か
ら
第
一
○
偏
に
い
た
る
三
偶
に
示
さ
れ
て
い
る
二
諦
説
に
基

い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
〃
言
説
（
ぐ
冨
昇
割
騨
冨
国
・
慣
習
）
と
し
て
の

世
俗
諦
に
よ
ら
な
け
れ
ば
勝
義
諦
は
説
示
さ
れ
得
な
い
〃
と
い
う

⑭

い
わ
ゆ
る
言
教
の
二
諦
説
で
あ
る
。
こ
の
二
諦
説
の
中
の
世
俗
諦

に
つ
い
て
、
月
称
は
、
認
識
論
的
な
一
種
独
得
な
解
釈
を
入
中
論

に
お
い
て
行
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
月
称
に
よ
れ
ば
、
世
俗

諦
と
は
、
世
俗
を
諦
（
餉
蝕
弓
妙
・
真
実
）
と
し
て
執
着
す
る
凡
夫
世
間

人
に
お
い
て
の
み
あ
り
、
声
聞
や
独
覚
や
菩
薩
な
ど
の
佛
道
修
行

者
は
、
世
俗
に
諦
を
認
め
ず
、
凡
夫
世
間
人
が
世
俗
諦
と
み
な
す

そ
れ
を
唯
世
俗
と
し
て
現
見
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
佛
道
修

ｒ
行
者
な
る
菩
薩
た
ち
が
唯
世
俗
と
し
て
現
見
す
る
そ
れ
を
、
諸
佛

世
尊
は
勝
義
無
（
勝
義
と
し
て
無
で
あ
る
）
す
な
わ
ち
無
顕
現
（
昌
働
‐

⑮

ｇ
開
凹
）
と
証
得
す
る
、
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
、

菩
薩
の
第
六
地
に
い
る
菩
薩
た
ち
は
、
世
俗
の
中
に
世
俗
諦
を
見

ず
、
唯
世
俗
（
世
俗
の
み
）
と
現
見
す
る
、
す
な
わ
ち
、
世
俗
の
中

に
諦
（
真
実
）
と
し
て
執
着
す
ゞ
へ
き
何
ら
の
も
の
も
認
め
な
い
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
凡
夫
と
菩
薩
と
佛
と
い
う
認
識

主
体
の
相
異
に
よ
っ
て
、
世
俗
が
、
世
俗
諦
と
も
、
唯
世
俗
と
も
、

無
顕
現
と
も
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
認
識
論
的
な
世
俗
観
が
、

世
俗
諦
の
解
釈
の
中
に
導
入
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

月
称
の
世
俗
諦
解
釈
の
特
異
性
が
あ
る
、
と
い
う
寺
へ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
二
諦
説
が
対
象
化
さ
れ
た
単
な
る
論
理
で
あ
る
こ
と
を

越
え
て
、
菩
薩
道
の
実
践
の
上
で
、
す
な
わ
ち
菩
薩
の
第
六
地
と

い
う
次
元
で
、
世
俗
諦
が
、
「
唯
心
」
を
克
服
し
た
「
唯
」
の
思

想
の
上
で
「
唯
世
俗
」
と
し
て
思
惟
さ
れ
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
う
少
し
敷
術
し
て
い
え
ば
、
言
教
の
二
諦

説
と
し
て
の
〃
世
俗
諦
に
よ
ら
な
け
れ
ば
勝
義
諦
は
説
示
さ
れ
得

な
い
〃
と
い
う
二
諦
説
は
、
二
諦
を
設
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
＄

諸
佛
世
尊
の
教
説
が
言
表
さ
れ
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
諸
佛
世

尊
の
教
説
が
表
現
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
理
的
に
説
明
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
二
諦
説
は
〃
世
俗
か
ら
勝
義

へ
〃
と
い
う
動
向
を
示
す
一
つ
の
対
象
化
さ
れ
た
論
理
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
論
理
と
し
て
の
二
諦
説
が
、
菩
薩
の
第
六
地
と

い
う
次
元
に
お
け
る
佛
道
修
行
者
と
し
て
の
菩
朧
た
ち
の
主
体
的

問
題
と
な
る
と
き
、
二
諦
の
中
の
世
俗
諦
は
、
諦
（
真
実
）
で
あ
る

こ
と
を
否
定
さ
れ
て
、
唯
世
俗
と
し
て
思
惟
さ
れ
展
開
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
月
称

は
言
教
の
二
諦
説
に
お
け
る
世
俗
諦
の
役
割
を
批
判
し
た
り
否
定

し
た
り
し
て
い
る
と
見
な
す
寺
へ
き
で
な
く
、
菩
薩
の
第
六
地
と
い

38



う
菩
薩
道
の
実
践
過
程
の
中
で
、
世
俗
諦
が
唯
世
俗
と
現
見
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
月
称
は
、
世
俗
諦
と
か
唯
世
俗
と
い
う
場
合
の

「
世
俗
（
閏
曾
ぐ
旨
）
」
と
い
う
語
を
、
入
中
論
に
お
い
て
は
、
専
ら

３
日
く
創
川
（
３
８
ぐ
○
吋
ゞ
三
号
》
８
目
。
①
己
）
の
意
味
に
用
い
、
「
有
と

無
〔
の
二
辺
〕
等
を
離
れ
た
真
実
の
自
性
（
空
性
）
を
、
不
可
得
と

い
う
仕
方
を
も
っ
て
見
る
こ
と
を
覆
障
す
る
性
質
の
あ
る
の
が
世

⑯

俗
（
め
四
目
ぐ
昼
）
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
｝
」
の
場
合
、
言
教

の
二
諦
説
に
お
け
る
世
俗
諦
耐
す
な
わ
ち
、
佛
の
教
説
が
表
示
さ

れ
て
い
る
思
想
言
語
に
つ
い
て
、
月
称
は
、
入
中
論
の
中
で
は
、

そ
れ
が
世
俗
諦
と
し
て
執
着
さ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
つ
つ
も
、
そ

れ
を
「
言
説
諦
（
ぐ
菌
ぐ
農
腎
騨
‐
切
騨
耳
騨
・
思
想
言
語
に
よ
る
慣
習
の
中
で

の
真
実
）
」
「
世
間
人
の
言
説
諦
（
ざ
菌
‐
ぐ
菌
ぐ
騨
圃
３
‐
の
呉
冒
）
」
と
し

⑰

て
承
認
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
入
中
論
に

あ
っ
て
は
、
菩
薩
道
の
立
場
か
ら
、
世
俗
諦
が
諦
と
し
て
執
着
さ

れ
る
次
元
を
越
え
て
、
唯
世
俗
と
し
て
昇
華
さ
れ
て
い
く
佛
道
の

動
向
が
力
説
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
入
中
論
の
第
六
章
で
は
、
二
諦
説
が
単
な
る

論
理
で
あ
る
こ
と
を
越
え
て
、
二
諦
説
が
佛
道
を
実
践
す
る
菩
薩

た
ち
の
主
体
的
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
時
点
で
の
二
諦
説
の
解
釈

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
入
中
論
の
第
六
章
で
は
「
唯
世

俗
」
、
も
し
く
は
そ
れ
に
類
す
る
「
唯
言
説
（
く
舌
ぐ
騨
冨
国
‐
目
弾
国
）
」

と
か
「
唯
仮
設
令
且
爵
目
‐
目
弾
国
）
」
な
ど
の
用
語
は
、
き
わ
め

て
重
要
な
役
割
を
は
た
し
、
「
唯
心
」
が
思
惟
さ
れ
展
開
さ
れ
た

「
唯
」
の
思
想
と
し
て
独
自
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
入
中
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
顕
著
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ

の
「
唯
世
俗
」
等
は
、
も
と
よ
り
、
月
称
の
中
観
説
の
特
徴
を
表

わ
し
て
あ
ま
り
あ
る
思
想
で
あ
る
が
、
月
称
自
身
に
よ
っ
て
も
、

こ
の
「
唯
世
俗
」
は
、
入
中
論
に
お
い
て
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
に
注
意
す
雫
へ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
月
称
の
著
作

に
お
い
て
、
入
中
論
を
除
い
た
重
要
な
著
作
と
い
え
ば
、
誰
も
が

陦
踏
な
く
か
れ
の
中
諭
釈
プ
ラ
サ
ン
ナ
。
〈
グ
ー
（
国
四
の
四
口
ロ
凹
冨
８
）

を
挙
げ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
プ
ラ
サ
ソ
ナ
パ
ダ
Ｉ
が
、
龍

樹
の
中
論
偏
に
対
す
る
註
釈
害
と
し
て
月
称
の
中
観
説
を
知
る
上

で
き
わ
め
て
重
要
な
論
耆
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
も
が
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
プ
ラ
サ
ソ
ナ
パ
ダ
ー
に
は
、
「
唯
世
俗
」
の

語
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
に
類
す
る
「
唯
言
説
」
「
唯
仮
設
」
な
ど

⑱

の
用
語
例
も
見
出
し
難
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
唯
世
俗
」

の
思
想
が
、
入
中
論
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
月
称

の
著
作
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
す

で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
重
説
す
れ
ば
、
月
称
の
。
フ
ラ
サ
ン
ナ
。
〈

グ
ー
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
「
唯
世
俗
」
な
ど
の
用
語
例
が
見
出
し
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難
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
中
論
偶
に
対
す
る
註
釈
書
で
あ
る

と
い
う
性
格
に
お
い
て
、
中
諭
偶
に
お
け
る
二
諦
説
を
中
観
説
の

基
本
論
理
と
し
て
の
二
諦
説
と
い
う
範
囲
内
で
、
か
れ
は
説
明
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
入
中
論
に
お
け

る
二
諦
説
は
、
そ
の
論
理
と
し
て
の
二
諦
説
が
佛
道
修
行
者
と
し

て
の
菩
薩
た
ち
、
そ
こ
に
は
月
称
自
身
も
含
ま
れ
る
よ
う
な
意
味

で
の
佛
教
者
、
の
主
体
的
問
題
と
な
っ
て
い
る
菩
薩
道
の
た
だ
中

に
お
け
る
二
諦
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
み
じ
く
も
、

月
称
は
、
中
論
偶
に
お
い
て
二
諦
説
が
説
示
さ
れ
て
い
る
そ
の
第

二
四
章
の
第
八
’
一
○
偶
の
三
偶
に
対
す
る
註
釈
の
中
で
、
そ
れ

は
そ
れ
ほ
ど
分
量
の
あ
る
註
釈
で
は
な
い
短
い
範
囲
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
二
度
に
わ
た
っ
て
「
こ
の
こ
と
は
ま
た
入
中
論
に
お
い
て

⑲

詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
知
る
鎌
へ
き
で
あ
る
」
と

か
、
「
こ
の
二
諦
の
区
別
は
詳
し
く
入
中
論
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

⑳

る
、
へ
き
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
指
示
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
↓
へ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
、
そ
の
概
略
を
示
し
た
入
中
論
の
第
六
章
に
お
け
る

「
唯
世
俗
」
と
い
う
世
俗
観
は
、
十
地
経
が
菩
薩
の
第
六
地
に
お

い
て
説
い
て
い
る
「
三
界
唯
心
」
の
「
唯
心
」
が
思
惟
さ
れ
展
開

一
ハ

さ
れ
克
服
さ
れ
た
中
観
説
的
な
月
称
の
「
『
唯
』
の
思
想
」
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
三
界
唯
心
と
は
、
中
観
説
的
解
釈
に
お
い
て

〃
作
者
の
否
定
″
と
さ
れ
、
そ
れ
は
、
月
称
に
お
い
て
は
「
三
界

に
お
い
て
心
の
み
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
心
に
よ
っ
て
三
界
は
作
り
出
さ
れ
て
い

る
と
い
う
認
識
論
的
な
「
唯
心
」
と
い
う
「
唯
」
の
思
想
が
中
観

説
的
に
思
惟
さ
れ
展
開
さ
れ
克
服
さ
れ
た
あ
り
方
に
お
い
て
、
十

地
の
第
六
地
に
い
る
菩
薩
た
ち
は
、
三
界
の
中
に
世
俗
諦
を
認
め

ず
、
三
界
は
唯
世
俗
で
あ
る
と
現
見
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
唯

世
俗
と
い
う
世
俗
認
識
こ
そ
が
、
人
法
二
無
我
を
内
容
と
す
る
観

（
ぐ
ぢ
砂
野
騏
呂
）
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
第
六
地
の
菩
薩

た
ち
の
自
己
に
対
す
る
内
省
、
す
な
わ
ち
自
覚
で
あ
る
。
そ
こ
に

お
い
て
、
中
観
の
二
諦
説
に
お
け
る
世
俗
諦
が
い
よ
い
よ
否
定
さ

れ
て
、
勝
義
諦
の
み
が
唯
一
の
諦
（
真
実
）
と
な
っ
て
い
く
。
す
な

わ
ち
、
菩
薩
位
か
ら
佛
位
へ
の
歩
み
が
踏
み
出
さ
れ
て
い
く
と
い

⑳

う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
唯
世
俗
」
と
い
う
世
俗
認
識
は
、

菩
薩
の
第
六
地
に
お
い
て
、
煩
悩
障
を
断
除
し
た
菩
薩
た
ち
の
上

に
、
所
知
障
の
断
除
が
い
よ
い
よ
課
題
と
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
も
あ
る
。
し
か
も
「
唯
世
俗
」
と
い
う
認
識
作
用
は
、
世
俗

の
諸
法
を
諦
（
真
実
）
と
し
て
固
執
す
る
諦
執
（
Ｉ
煩
悩
障
）
が
断
除

さ
れ
た
菩
薩
た
ち
に
お
い
て
な
お
残
さ
れ
て
い
る
所
知
障
の
な
せ
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る
業
で
あ
る
。
こ
の
所
知
障
が
、
次
の
第
七
地
以
上
の
菩
薩
道
に

お
い
て
次
第
し
て
断
除
さ
れ
、
最
後
の
佛
地
（
第
十
一
地
）
に
お

い
て
、
所
知
障
の
断
除
が
完
遂
さ
れ
る
と
き
、
「
唯
世
俗
」
と
い

う
認
識
作
用
は
否
定
さ
れ
、
「
無
顕
現
・
勝
義
無
」
が
実
現
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
不
可
得
空
性
と
い
う
不
可
思
議
不
可
説
に
し
て

言
語
道
断
心
行
処
滅
な
る
「
佛
の
境
界
の
真
実
（
Ｉ
勝
義
諦
）
」
が

証
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
入
中
諭
の
第
六
章
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
菩

薩
の
第
六
地
に
お
い
て
、
三
界
唯
心
の
「
唯
心
」
が
思
惟
さ
れ
展

開
さ
れ
克
服
さ
れ
た
「
唯
世
俗
」
の
上
で
、
「
唯
」
の
思
想
を
考
え

る
と
き
、
唯
識
説
に
お
け
る
唯
識
無
境
と
い
う
こ
と
も
、
同
じ
く

菩
薩
の
第
六
地
に
お
け
る
「
唯
」
の
思
想
と
し
て
、
三
界
唯
心
の

「
唯
心
」
、
す
な
わ
ち
、
「
唯
識
」
（
島
馴
口
幽
‐
目
弾
国
）
が
「
唯
記
識

（
ぐ
笥
騨
目
‐
日
脚
貸
伊
）
と
し
て
思
惟
さ
れ
展
開
さ
れ
た
思
想
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
、
こ
の
唯
記
識
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
唯
識
無
境
説

の
思
想
的
な
出
発
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
「
唯
記
識
」
と
い
う
「
唯
」
の
思
想
に
よ
っ
て
、
唯
識

説
は
は
じ
め
て
唯
識
説
た
り
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
「
唯
記
識
」
と
い
う
「
唯
」
の
思
想
に
よ
っ
て
説
示

さ
れ
よ
う
と
し
た
佛
道
の
内
容
を
、
月
称
は
入
中
論
に
お
い
て
自

ら
の
立
場
で
「
唯
世
俗
」
と
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
唯
記
識
と
か
無
境
と
い
う

⑳

唯
識
無
境
説
に
、
月
称
は
賛
意
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
伺
え
る
。

す
な
わ
ち
、
月
称
の
「
唯
世
俗
」
と
い
う
「
唯
」
の
思
想
は
、

「
唯
記
識
」
と
い
う
「
唯
」
の
思
想
と
同
次
元
の
も
の
で
あ
り
、

思
想
的
に
は
極
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
そ
れ
は
、
月
称
の
立
場
で
あ
る
中
観
説
が
ア
ー
ラ
ヤ

識
説
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
の
佛
教
者
と

し
て
の
感
応
道
交
で
あ
る
。

⑳

こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
明
快
に
論
究
さ
れ
て
い
る
如
く
、
こ
の
三

界
を
唯
記
識
と
思
想
す
る
唯
識
説
に
お
け
る
「
記
識
（
ご
昔
砦
ｇ
」

と
、
月
称
の
い
う
「
世
俗
」
の
シ
ノ
ニ
ム
と
し
て
中
観
説
に
お
い

て
周
知
さ
れ
て
い
る
「
因
仮
設
（
愚
目
脚
冨
‐
胃
且
目
高
）
」
の
「
仮

設
（
冒
騨
司
騨
目
）
」
と
が
、
語
意
や
思
想
の
上
で
同
類
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
か
ら
も
充
分
に
察
知
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場

合
、
月
称
が
、
菩
薩
の
第
六
地
に
お
け
る
こ
の
「
唯
」
の
思
想
を
、

唯
識
説
の
「
唯
記
識
」
と
同
義
と
も
い
う
尋
へ
き
「
唯
仮
設
」
の
語

を
も
っ
て
示
す
よ
り
は
む
し
ろ
「
唯
世
俗
」
の
語
を
も
っ
て
顕
著

に
示
そ
う
と
し
た
と
｛
」
ろ
に
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
、
こ
の
三
界
が
唯
仮
設
（
縁
起
の
世
界
）
や
、
唯
言
説
（
慣
習
の
世

界
）
で
あ
る
点
よ
り
も
、
こ
の
三
界
が
唯
世
俗
（
覆
障
の
世
界
）

で
あ
る
点
を
強
調
し
た
と
こ
ろ
に
、
佛
教
の
基
本
で
あ
る
「
世
間
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虚
仮
唯
佛
是
真
」
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
月
称
の
佛
教
者
と
し

て
の
姿
勢
の
主
体
性
が
鮮
明
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
菩
薩
た
ち
は
、
そ
の
第
六
地
に
お
い
て
、
こ
の
三
界
は

「
唯
世
俗
（
空
性
と
い
う
真
実
が
覆
障
さ
れ
て
い
る
あ
り
方
の
み
）
」
と

現
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
な
す
月
称
の
「
唯
」
の
思
想
の

上
に
、
世
間
虚
仮
と
い
う
、
人
間
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
自

体
の
罪
悪
性
を
見
て
と
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ

れ
、
「
唯
世
俗
」
と
い
う
「
唯
」
の
思
想
の
上
に
、
ま
さ
し
く
、

⑭

自
ら
を
祖
師
龍
樹
に
帰
依
す
る
中
観
者
と
強
く
自
覚
し
た
月
称
の

本
領
が
遺
憾
な
く
表
明
さ
れ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
は
許
さ
れ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

註
○
コ
『
諺
．
’
○
四
口
色
吋
醇
丙
印
或
》
写
富
国
旦
彦
吋
曽
己
四
歸
凹
ぐ
囚
庁
四
吋
四
‐
ず
匪
抑
切
割
画
（
要
員
四
Ｉ

ａ
ゴ
望
色
Ｈ
ご
蝕
昌
内
山
ぐ
ゅ
詐
倒
Ｈ
Ｐ
勺
四
Ｈ
ｏ
Ｐ
ｐ
ａ
叶
四
汽
鄙
儲
働
〕
命
同
凹
凸
巨
○
蝕
○
国

威
ず
陣
Ｐ
旨
①
》
己
ロ
匡
融
①
壱
⑳
Ｈ
Ｆ
Ｃ
己
の
色
①
］
ゆ
ぐ
巴
示
の
弓
○
巨
切
‐

の
旨
》
国
ご
］
ざ
汁
嵌
①
の
四
国
ロ
』
Ｑ
三
○
四
［
〆
》
の
命
．
勺
騨
①
厨
ぴ
○
国
吋
翠

胃
④
つ
『
り
く
］
函
）
．

拙
著
Ｉ
「
空
性
思
想
の
研
究
１
入
中
論
の
解
読
ｌ
」
（
文
栄
堂
）

①
入
中
論
に
関
し
て
は
、
拙
著
の
「
序
説
」
を
参
見
さ
れ
た
い
。

②
以
上
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
著
の
「
序
説
」
五
１
く
八

頁
を
参
見
さ
れ
た
い
。

③
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
の
註
釈
文
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
凡
夫
地
の
三

法
（
大
悲
心
、
無
二
智
、
菩
提
心
）
と
、
聖
弟
子
の
十
地
と
、
〔
佛

の
〕
果
地
と
〔
で
あ
る
。
そ
の
中
〕
、
第
五
と
第
六
地
の
位
に
よ
っ
て
、

〔
第
五
地
の
〕
禅
定
の
自
体
で
あ
る
止
に
よ
り
て
、
二
無
我
の
真
実

を
そ
れ
ぞ
れ
観
察
す
る
〔
第
六
地
の
〕
般
若
に
よ
っ
て
伺
察
す
る
観

を
修
習
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
」
（
拙
著
一
○
頁
参
見
）
。

④
国
洋
色
目
興
国
日
箇
四
目
制
ニ
ヨ
Ｐ
ｇ
可
凹
己
園
曾
冨
ョ
、
弓
．
旧

く
ｐ
ａ
冒
本
や
隠
怠
．
巴
．

⑤
十
地
経
に
お
け
る
三
界
唯
心
説
に
関
す
る
研
究
は
多
く
挙
げ
ら
れ

る
が
、
最
近
の
研
究
で
は
、
丘
山
新
弓
三
界
唯
心
』
の
原
典
解
明
」

（
「
佛
教
学
」
第
五
号
、
佛
教
学
研
究
会
、
忌
引
）
が
あ
る
。

⑥
安
井
広
済
「
唯
心
の
二
類
型
」
（
山
口
博
士
還
暦
記
念
「
印
度
学

佛
教
学
論
叢
」
所
収
）
。

⑦
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
上
田
義
文
「
初
期
琉
伽
行
派
の
哲
学
に

お
け
る
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
」
（
鈴
木
学
術
財
団

「
研
究
年
報
」
第
八
、
第
九
）
参
見
。

③
「
唯
心
」
の
「
心
」
と
は
如
来
蔵
で
あ
る
か
ア
ー
ラ
ヤ
識
で
あ
る

か
、
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
後
に
論
議
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、

望
月
佛
教
大
辞
典
の
「
三
界
唯
一
心
」
の
項
参
見
）
が
、
入
中
論
に

は
こ
の
問
題
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。

⑨
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
月
称
の
所
知
障
理
解
も
参
考
に
な
る
で
あ

ろ
う
（
拙
文
「
所
知
障
に
関
す
る
ノ
ー
ト
ー
中
観
と
唯
識
と
の
間

ｌ
」
（
「
三
蔵
」
一
三
八
、
一
三
九
を
参
見
さ
れ
た
い
）
。

⑩
圃
国
圃
冨
旨
辱
臥
鼻
島
胃
ご
呂
冒
且
副
冨
具
①
ご
鼻
国
冨
国
‐

〆
○
口
蔚
武
》
百
々
叫
筥
３
吋
四
も
騨
国
冒
腎
昏
胃
Ｏ
ｐ
Ｏ
ｄ
勲
冨
ず
ぽ
ぐ
鼻
①
、

卜
Ｋ
、

（
嗣
・
５
．
ぐ
呂
号
四
本
や
笛
］
震
や
ら
）
。

⑪
拙
著
二
○
六
頁
。
ｇ
品
洋
品
冨
身
８
冨
冒
ざ
百
ｍ
再
勝

戸
口
ｐ
Ｈ
色
雨
○
ず
庁
こ
め
①
Ｈ
ｐ
ｍ
蕨
自
己
の
茸
狩
］
肉
彦
○
コ
ゆ
ず
ぐ
①
Ｑ
ｄ
ｐ
ｄ
○

も
ト
ド
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旨
昏
目
農
罫
合
冨
衿
．
壱
］
忠
》
震
忌
Ｉ
弓
）
．

②
拙
著
一
二
○
頁
。
こ
れ
は
、
入
中
論
第
六
章
の
第
八
七
偶
ｃ
の
文

章
で
あ
る
。
第
八
七
偶
に
は
「
真
実
に
つ
い
て
広
大
で
あ
る
こ
と
に

お
い
て
、
佛
と
い
わ
れ
る
如
く
、
同
じ
く
、
唯
心
が
主
要
な
も
の
で

あ
る
と
、
世
間
に
お
い
て
、
〔
十
地
〕
経
の
中
に
『
唯
心
』
と
説
か

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
色
（
外
境
）
が
そ
こ
で
否
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
如
き
は
、
〔
十
地
〕
経
の
意
味
で
は
な
い
」
（
烏
猷
昼
侭
冨
、

冨
閏
儲
品
割
閉
冨
凱
呂
茸
冨
冨
ｐ
ご
号
冨
巨
冒
の
①
目
の
前
Ｐ
冒

哩
の
○
Ｈ
ぬ
く
ｐ
Ｈ
茸
蒟
律
①
ロ
旨
三
目
号
医
、
、
①
日
の
蕨
四
目
号
の
、
咽
自
国
の

鴨
自
明
員
巨
吋
三
富
品
己
凹
号
岸
肖
目
冒
試
８
口
目
四
割
具
）

と
説
か
れ
、
そ
れ
に
続
く
註
釈
文
の
中
で
、
「
真
実
に
つ
い
て
広
大

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
述
ぺ
な
く
と
も
、
「
佛
」
と
い
え
ば
、
そ

の
「
佛
」
と
い
う
語
の
中
に
「
真
実
に
つ
い
て
広
大
で
あ
る
」
と
い

う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
如
く
に
、
い
ま
、
十
地
経
に
「
唯

心
」
と
の
み
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
主
要
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
」
と
い
う
後
語
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。

⑬
胃
且
冨
口
Ｐ
と
い
え
ば
、
蟹
ョ
唇
制
に
お
け
る
胃
鳥
目
が
最

も
安
定
し
た
状
態
に
あ
る
と
き
を
指
す
用
語
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
よ
う
な
の
動
目
汽
ぽ
望
色
に
お
け
る
冒
且
ロ
習
四
に
つ
い
て

は
、
月
称
は
入
中
論
に
お
い
て
、
続
い
て
の
別
の
箇
処
（
第
九
○
偶

ｃ
ｌ
ｄ
下
）
で
批
判
を
加
え
て
い
る
（
拙
著
二
一
三
頁
）
。

⑭
言
教
の
二
諦
説
は
▽
龍
樹
の
後
、
清
弁
（
国
目
く
い
急
ぐ
①
富
）
に

よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
と
見
る
ぺ
き
で
あ
り
、
清
弁
は
二
諦
説
の
上
で

〃
世
俗
か
ら
勝
義
へ
、
勝
義
か
ら
世
俗
へ
〃
と
い
う
入
出
往
還
の
あ

り
方
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
尚
、
清
弁
の
二
諦
説
に
つ

い
て
は
、
野
沢
静
証
「
渭
弁
の
二
諦
説
」
（
「
日
本
佛
教
学
会
研
究
年

報
」
第
一
八
号
）
、
江
島
恵
教
「
嗣
目
ぐ
騨
昌
ぐ
の
富
研
究
ｌ
空
性
論

証
の
論
理
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
（
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
第
五

一
、
第
五
四
冊
）
な
ど
を
参
見
さ
れ
た
い
。

⑮
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
九
一
頁
、
九
八
頁
、
一
○
○
頁
等
々

に
詳
し
い
。

⑯
拙
著
九
一
頁
。
１
吋
目
ｇ
富
国
目
昏
目
ｇ
旨
の
喝
ご
冒
巨

目
侭
副
Ｑ
ｏ
ｐ
口
昌
百
画
ａ
Ｎ
８
ｇ
室
令
旨
缶
．
ロ
］
Ｓ
】
園
．
『
１

ｓ
．
そ
の
他
、
拙
著
八
一
頁
、
八
五
頁
、
八
六
頁
等
を
参
見
さ
れ
た

い
。

尚
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
月
称
は
、
自
ら
の
中
論
釈

（
勺
国
困
ロ
ロ
凹
冨
目
）
の
中
で
、
こ
の
３
日
ぐ
昼
に
つ
い
て
、
三
通
り

の
解
釈
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
以
外
の
二
通
り
の
解
釈
は
、
の
四
日
‐

ぐ
畳
と
い
う
語
の
解
釈
と
い
う
よ
り
も
、
困
昌
ぐ
日
と
い
う
語
に
よ

っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
の
三
界
の
あ
り
方
を
、
縁
起
の
世
界
、
思

想
言
語
（
慣
習
）
の
世
界
、
と
説
明
的
に
解
釈
し
た
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
（
長
尾
雅
人
著
「
中
観
と
唯
識
」
三
○
五
’
三
○
九
頁

参
見
）
。

⑰
入
中
論
第
六
章
の
第
三
五
偶
（
拙
著
二
二
頁
）
、
第
八
○
偶
（
拙

著
一
九
九
頁
）
な
ど
。

⑬
入
中
論
に
お
け
る
「
唯
世
俗
」
の
シ
ノ
ニ
ム
は
、
こ
の
外
「
唯
有

（
３
口
‐
冒
弾
国
）
」
と
か
「
唯
名
（
目
日
四
‐
目
騨
国
）
」
と
い
う
用
例
も

見
出
さ
れ
る
が
、
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
Ｉ
の
中
に
は
、
「
唯
世
俗
」
を

は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
の
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
ず
、
わ
ず
か
に
、

「
唯
名
」
の
用
例
が
二
度
見
出
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
以
上
の
調
査

は
、
ｍ
団
四
日
樹
ロ
○
面
罵
冒
号
×
言
昏
①
勺
国
圏
ロ
ロ
四
己
四
目
冒
塑
今
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冒
国
日
国
富
く
時
言
に
依
っ
た
。

Ｌ

⑲
の
３
ｏ
８
昌
呂
耳
蝕
目
鼻
習
胃
胃
①
ぐ
］
黒
目
①
冒
○
］
〈
３
日
、
３
８

ぐ
①
包
芹
ゆ
く
ぐ
ゅ
封
国
へ
弓
Ｈ
Ｐ
の
四
口
ロ
少
口
騨
Ｑ
輿
や
仁
の
興
芦
吟
１
く
臼
・

Ｌ

／

し

、

、

⑳
、
四
口
昌
○
⑩
８
３
ｑ
昌
○
引
畠
ｇ
凋
○
ぐ
］
の
国
引
①
ご
湧
冨
且
ご
騨
日
四
‐

戸
働
く
騨
庁
倒
引
画
回
国
ぐ
ゆ
の
①
『
四
伝
、
（
も
】
駒
め
胃
］
ロ
四
℃
四
旦
砕
や
心
や
吟
冨
．
胃
ｊ
く
ど
・

⑳
以
下
の
「
所
知
障
」
に
つ
い
て
は
、
拙
文
「
所
知
障
に
関
す
る
ノ

ー
ト
ー
中
観
と
唯
識
と
の
間
ｌ
」
（
「
三
蔵
」
一
三
八
、
一
三
九
）

を
参
見
さ
れ
た
い
。

識
当
、

⑳
入
中
論
に
お
い
て
、
月
称
は
、
唯
識
無
境
説
を
批
判
し
て
い
る
力

そ
の
「
唯
識
」
の
皇
副
冒
四
‐
冒
弾
目
と
い
う
〃
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
先

住
論
的
説
明
″
を
批
判
し
つ
つ
も
、
唯
識
無
境
説
の
目
的
に
つ
い
て

は
「
中
観
説
に
等
し
い
」
と
し
て
賛
意
を
示
し
て
い
る
（
拙
著
一
七

二
頁
等
参
見
）
。

⑳
山
口
益
著
「
佛
教
に
お
け
る
無
と
有
と
の
対
論
」
の
序
論
に
お
い

て
、
「
龍
樹
教
学
説
に
於
け
る
仮
（
官
酉
甘
眉
陸
）
」
、
「
琉
伽
唯
識

の
識
（
ぐ
昔
名
ｇ
」
と
し
て
克
明
に
論
究
さ
れ
て
い
る
。

④
月
称
が
龍
樹
を
尊
敬
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
入
中
論
を
参
見

さ
れ
た
い
（
拙
著
二
三
’
二
六
頁
）
。
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