
た
だ
い
ま
御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
龍
谷
大
学
の
武
内
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
が
こ
の
大
学
で
こ
う
い
う
題
を
掲
げ
て
お
話
を
申
し
上

げ
ま
す
こ
と
は
大
変
面
は
ゅ
い
思
い
が
い
た
し
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
当
大
谷
大
学
は
イ
ン
ド
唯
識
学
に
つ
き
ま
し
て
は
我
が
国
に
お

け
る
草
分
け
の
時
代
か
ら
は
じ
ま
り
ま
し
て
代
々
巨
匠
が
相
継
い
で
で
ら
れ
た
、
イ
ン
ド
唯
識
学
に
関
し
て
は
も
っ
と
も
伝
統
を
も
っ
て

い
る
大
学
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
に
反
し
ま
し
て
私
ど
も
の
お
り
ま
す
龍
谷
大
学
で
は
法
相
唯
識
と
い
う
も
の
を
非
常
に
堅
く
ま
も
っ
て

ま
い
り
ま
し
て
、
そ
の
法
相
唯
識
学
を
中
心
に
し
た
唯
識
研
究
が
主
流
を
な
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
う
し
た
な
か
に
育
ち
ま
し
て
私
も
こ

の
大
学
の
山
口
先
生
や
、
い
ま
お
帰
り
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
野
沢
先
生
に
直
接
間
接
に
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ

の
私
が
こ
こ
で
イ
ン
ド
の
唯
識
に
関
す
る
お
話
を
申
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
な
に
か
大
変
お
こ
が
ま
し
い
と
い
い
ま
す
か
、
は
れ
が
ま

し
い
気
も
ち
が
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
に
掲
げ
ま
し
た
「
依
他
起
性
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
題
は
、
あ
る
見
方
を
し
ま
す
と
非
常
に
小
さ
い
題
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。

依
他
起
性
を
め
ぐ
っ
て

武
内
紹
晃

85



と
こ
ろ
が
ま
た
非
常
に
大
き
な
題
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
無
著
・
世
親
の
教
学
つ
ま
り
唯
識
学
と
い
う
も
の
は
、

依
他
起
性
を
根
底
に
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
が
↑
彼
ら
の
教
学
、
い
わ
ゆ
る
球
伽
行
唯
識
学
と
い
う
教
学
は
、
龍
樹
に
は
じ
ま
り
ま
す

中
観
の
教
学
を
継
承
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
阿
毘
達
磨
の
教
学
組
織
と
い
う
も
の
を
取
り
入
れ
ま
し
て
、
ま
さ
に
彼
ら

以
前
、
無
著
・
世
親
以
前
の
佛
教
の
集
大
成
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
集
約
さ
れ
る
場
所
は
ど
こ
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
三
性
説

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
三
性
説
の
基
本
に
な
る
も
の
が
依
他
起
性
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
は
っ
き
り
申
し
ま
す
な
ら
ば
依
他
起
性
と
い
う

理
論
構
造
の
な
か
に
そ
れ
ま
で
の
佛
教
学
と
い
う
も
の
を
集
約
し
た
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

少
し
強
く
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
イ
ン
ド
の
唯
識
学
の
ど
こ
を
と
っ
て
み
て
も
依
他
起
性
と
か
か
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
ば
な
い
と
い
っ
て
も
い

い
か
と
さ
え
私
は
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
こ
の
題
は
と
て
つ
も
な
い
大
き
な
題
を
出
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
私
自
身
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
非
常
に
た
く
さ
ん
ご
ざ
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
内
容
的
に
交
錯
す
る
場
面
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
に
か
か
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
関
連
の
な
か
で
理
解
し
て
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
私
自
身
わ

か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
非
常
に
多
う
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
ご
ま
か
し
ま
し
て
「
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
題
に
し
た
わ
け
で
す
が
、
も

と
も
と
大
き
な
も
の
を
め
ぐ
る
と
な
る
と
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
が
、
い
ま
考
え
て
み
ま
す
と
私
は
「
め
ぐ
っ
て
」

と
い
う
よ
り
は
、
私
が
い
ま
考
え
て
い
る
依
他
起
性
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
を
あ
る
一
つ
の
筋
と
い
い
ま
す
か
、
見
方
と
い
い
ま
す
か
、

そ
う
い
う
も
の
を
通
し
て
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
「
管
見
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
管

か
ら
見
る
と
い
う
、
ま
さ
に
私
に
と
っ
て
の
唯
識
、
依
他
起
性
管
見
と
い
う
形
の
も
の
を
、
今
日
は
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
私
の
い
ま
お
話
し
申
し
上
げ
ま
す
こ
と
を
、
私
な
り
に
考
え
ま
す
こ
と
に
あ
た
り
ま
し
て
は
た
く
さ
ん
の
先
生
方
の
す
ぐ
れ
た
研
究

業
績
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
研
究
業
績
に
導
か
れ
ま
し
て
私
が
い
ま
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
こ
と
を
自
分
自
身
で
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
今
日
は
話
の
中
で
ど
の
先
生
の
ど
の
論
文
に
よ
っ
て
私
は
こ
う
こ
う
考
え
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
申
し
上
げ

な
い
で
、
こ
れ
は
い
ま
ま
で
私
が
書
き
ま
し
た
い
く
つ
か
の
論
文
の
な
か
に
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
さ
し
て
も
ら
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
今
日
は
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依
他
起
性
と
申
し
ま
す
の
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
申
す
ま
で
も
な
く
菌
国
菖
ご
茸
騨
‐
印
く
号
冨
ぐ
、
↑
あ
る
い
は
冒
国
菌
貝
国
‐
巨
閉
四
画
餌

で
す
。
こ
れ
は
遍
計
所
執
性
冨
呈
畠
言
菌
‐
い
く
号
目
く
“
お
よ
び
円
成
実
性
帯
〕
騨
昌
鳥
冒
ロ
ロ
色
‐
の
ぐ
号
闘
く
色
と
と
も
に
三
性
の
随
一
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
三
性
説
と
い
う
も
の
は
、
唯
識
学
と
く
に
イ
ン
ド
唯
識
学
の
、
何
と
申
し
ま
す
か
教
学
的
思
索
の
一
番
基
盤
に
な
る
も
の
、

そ
れ
が
私
は
三
性
説
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
中
国
唯
識
学
、
こ
れ
は
法
相
唯

識
学
に
限
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
中
国
の
唯
識
学
と
非
常
に
違
っ
て
い
る
点
だ
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
三
性
説
の
椛

造
自
身
に
つ
い
て
も
い
え
ま
す
し
、
教
学
の
な
か
に
お
け
る
三
性
説
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
は
、
そ
の
無
著

・
世
親
の
唯
識
学
を
中
心
に
と
い
い
ま
す
か
、
イ
ン
ド
の
唯
識
学
を
中
心
に
三
性
説
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
性
説
は
、
結
論
的
に
申
し
ま
す
な
ら
ば
、
こ
れ
は
も
う
イ
ン
ド
の
唯
識
の
論
文
を
お
読
み
に
な
り
ま
す
と
ど
こ
に
で
も
出
て
お
る
↑
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
「
依
他
起
性
に
お
い
て
遍
計
所
執
性
の
遠
離
が
円
成
実
性
で
あ
る
」
と
い
う
体
系
で
述
令
へ
ら
れ
ま
す
。
文
字
通
り

に
は
『
唯
識
三
十
頌
』
の
第
二
十
一
頌
に
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
『
摂
大
乗
論
』
に
つ
い
て
み
ま
す
な
ら
ば
、
｜
‐

「
依
他
起
性
は
あ
る
異
門
に
よ
っ
て
依
他
起
性
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
同
じ
依
他
起
性
が
あ
る
異
門
に
よ
っ
て
遍
計
所
執
性
で
あ
る
。
ま
た
｝

あ
る
異
門
に
よ
っ
て
円
成
実
性
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
な
形
で
、
依
他
起
性
を
あ
く
ま
で
基
盤
に
し
て
そ
の
三
性
説
が
述
べ
ら
れ
て
お
り

ま
す
。
だ
か
ら
唯
識
教
学
の
基
盤
が
三
性
説
で
あ
り
、
そ
の
最
も
中
心
に
な
る
も
の
、
そ
れ
が
依
他
起
性
で
あ
り
ま
す
。
三
性
説
そ
れ
自

体
が
依
他
起
性
の
基
本
構
造
の
な
か
で
考
え
ら
れ
る
や
へ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
身

三
性
説
と
い
う
も
の
が
ど
こ
か
ら
出
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
現
存
し
て
い
る
文
献
の
な
か
で
一
‐
番
古
い
も
の

と
い
え
ば
、
『
解
深
密
経
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
も
が
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
。
切
法
相
品
」
の
な

す
べ
て
私
の
理
解
の
な
か
で
申
し
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
を
お
許
し
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
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か
に
出
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
「
依
他
起
相
に
お
い
て
遍
計
所
執
相
即
ち
無
相
の
法
を
如
実
に
知
る
と
き
雑
染
の
相
を
断
ず
る
。

雑
染
の
相
を
断
ず
る
と
き
円
成
実
相
即
ち
清
浄
の
法
相
を
証
得
す
る
」
と
い
う
言
い
方
で
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
依
他
起
相
と

い
う
も
の
を
基
盤
に
し
ま
し
て
、
雑
染
相
を
断
じ
て
清
浄
相
を
得
る
と
い
う
、
い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
な
、
三
性
説
の
構
造
と
い
い
ま
す

か
、
依
他
起
性
の
基
本
的
な
綱
格
と
い
う
も
の
が
す
で
に
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
『
解
深
密
経
』
や

『
琉
伽
師
地
論
』
を
み
て
み
ま
す
と
、
依
他
起
性
を
中
心
に
し
た
三
性
説
を
そ
う
い
う
形
で
述
べ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
十
二
支

縁
起
で
説
か
れ
ま
す
雑
染
相
と
か
、
あ
る
い
は
有
情
存
在
の
根
源
で
あ
る
と
し
て
説
か
れ
る
ア
ー
ラ
ャ
識
だ
と
か
、
ア
ー
ダ
ー
ナ
識
だ
と

か
と
い
う
も
の
と
、
一
致
し
て
い
る
と
い
う
か
、
統
合
さ
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
相
互
の
関
連
と
い
う
も
の
が
全
く
な
い
わ
け

じ
ゃ
な
い
、
関
連
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
↑
統
一
さ
れ
て
い
な
い
、
総
合
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
よ
う

で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
番
簡
単
に
は
例
え
ば
『
爺
伽
師
地
諭
』
の
用
例
を
大
正
大
蔵
経
の
旨
号
桝
で
も
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、

依
他
起
性
と
ア
ー
ラ
ャ
識
と
が
同
じ
箇
所
に
、
相
互
に
関
連
の
上
で
述
令
へ
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ

う
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
が
ら
、
な
お
お
互
い
の
関
連
性
と
い
う
も
の
が
、
少
く
と
も
稀
薄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
『
荘
厳
経
論
』
と
か
『
中
辺
分
別
論
』
あ
る
い
は
『
法
法
性
分
別
論
』
と
い
わ
れ
る
一
連
の
弥
勒
の
諭
書
、
こ

れ
は
同
著
者
性
に
属
す
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
宇
井
先
生
の
論
文
も
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ま
あ
こ
の
一
連
の
諭
書

に
な
り
ま
す
と
、
虚
妄
分
別
篁
讐
目
、
一
宮
畠
〈
四
壱
四
と
い
う
新
し
い
思
想
が
そ
こ
に
登
場
し
て
ま
い
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
『
解
深
密
経
』

の
異
訳
の
な
か
に
〃
虚
妄
分
別
相
″
と
い
う
訳
語
が
い
く
つ
か
出
て
ま
い
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
遍
計
所
執
相
の
異
訳
で
ご
ざ
い
ま

し
て
、
己
）
自
前
弓
胃
時
己
冒
で
は
な
く
て
冨
昌
畠
言
詳
凹
‐
言
冨
塑
目
を
虚
妄
分
別
相
と
訳
し
て
い
る
の
で
す
。
虚
妄
分
別
と
い
う
、
『
解

深
密
経
』
や
『
琉
伽
師
地
論
』
に
な
い
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
そ
こ
で
ア
ー
ラ
ャ
識
と
依
他
起
性
と
が
、
完
全
に
結
合
す

る
と
い
い
ま
す
か
、
一
つ
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
依
他
起
性
・
虚
妄
分
別
・
ア
ー
ラ
ャ
識
を
中
心
に
し
て
、
十
二
支
縁
起
の
雑
染
相

だ
と
か
、
あ
る
い
は
煩
悩
雑
染
・
業
雑
染
・
生
雑
染
と
い
う
ふ
う
な
い
わ
ゆ
る
雑
染
相
の
理
論
的
解
明
が
そ
こ
で
完
成
さ
れ
ま
す
。
と
同
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時
に
そ
の
雑
染
相
を
断
じ
て
清
浄
へ
の
転
換
と
い
う
そ
の
理
論
的
な
基
盤
と
い
う
も
の
も
そ
こ
で
つ
く
ら
れ
て
く
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
う
い
う
思
想
を
う
け
つ
ぎ
ま
し
て
、
そ
れ
を
組
織
す
る
ｌ
ち
ょ
っ
と
変
な
申
し
方
を
し
ま
す
が
、
私
は
あ
ん
ま
り
整
理
さ
れ
た
も
の

と
い
う
も
の
は
却
っ
て
何
か
宗
教
的
に
味
わ
い
が
な
く
な
る
よ
う
な
感
じ
が
よ
く
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
、
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
意
味

を
ち
ょ
っ
と
心
の
な
か
に
も
ち
な
が
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
が
Ｉ
完
全
に
組
織
し
た
諭
書
が
無
著
の
『
摂
大
乗
論
』
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

だ
か
ら
読
ん
で
み
ま
し
た
感
じ
を
申
し
ま
す
と
、
『
摂
大
乗
諭
』
よ
り
は
『
中
辺
分
別
論
』
や
『
法
法
性
分
別
論
』
を
読
ん
で
る
方
が
、

何
か
私
自
身
に
あ
た
た
か
み
を
感
ず
る
よ
う
な
気
が
あ
る
こ
と
も
い
つ
わ
ら
ざ
る
私
の
気
持
ち
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
よ
く

よ
く
読
ん
で
み
ま
す
と
、
や
は
り
非
常
に
う
ま
く
整
理
せ
ら
れ
て
、
し
か
も
そ
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
理
論
が
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
、
私
の
読
み
方
が
足
り
な
い
と
い
う
ふ
う
な
気
持
ち
も
す
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
「
摂
大
乗
論
』
は
御
存
知
の
よ
う
に
内
容
的
に
十
の
章
に
分
章
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
第
一
が
言
。
穆
脅
畠
四
で
ご
ざ
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
所
知
依
Ｉ
知
ら
る
、
へ
き
も
の
の
よ
り
ど
こ
ろ
Ｉ
と
い
い
ま
す
が
、
ア
ー
ラ
ャ
識
で
あ
り
ま
し
て
、
ア
ー
ラ
ャ
識
の
論

述
で
完
全
に
終
始
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
う
も
の
は
こ
れ
は
三
性
説
と
と
も
に
唯
識
学
の
も
っ
と
も
特
徴
を
示
す
思

想
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
私
が
み
る
範
囲
が
せ
ま
い
か
ら
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ま
で
の
ア
ー
ラ
ャ
識
の
論

述
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
大
事
な
も
の
と
し
て
論
述
は
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
断
片
的
と
い
い
ま
す
か
、
き
ざ
っ
ぽ
い
も
の
の
言

い
方
を
し
ま
す
な
ら
ば
、
全
体
を
予
想
し
て
そ
の
片
鱗
を
示
す
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
本
当
に
一

章
全
部
を
傾
け
て
ア
ー
ラ
ヤ
識
の
論
述
で
通
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
は
『
摂
大
乗
論
』
の
所
知
依
分
が
は
じ
め
で
は
な
い
か
と
私
は
い
ま

考
え
て
お
り
ま
す
、
そ
う
で
な
か
っ
た
ら
ま
た
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
二
は
甘
の
租
巨
応
笛
箇
知
ら
る
べ
き
も
の
の
相
‐

所
知
相
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
三
性
説
が
幅
ひ
ろ
く
繰
り
広
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
三
性
説
と
と
も
に
そ
こ
に
は
前
の
章
に
説
か
れ

て
お
り
ま
す
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
受
け
て
依
他
起
性
の
内
容
と
い
う
も
の
を
中
心
に
、
そ
の
唯
識
〈
ぐ
言
幽
官
』
目
興
国
〉
と
い
う
こ
と
が
詳
し
く

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
↑
そ
れ
が
第
二
の
章
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
章
は
、
『
摂
大
乗
論
』
全
体
の
量
的
に
は
約
半
分
を
占
め
ま
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い
ま
申
し
ま
し
た
よ
う
に
そ
の
『
摂
大
乗
論
』
の
な
か
で
、
三
性
を
説
き
ま
す
の
が
所
知
相
分
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
こ
う
い
う

言
い
方
に
は
い
ろ
い
ろ
な
議
論
異
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
所
知
相
分
の
な
か
に
〃
依
他
起
性
と
は
〃
あ
る
い
は
〃
遍
計
所
執
性

と
は
″
〃
円
成
実
性
と
は
〃
あ
る
い
は
〃
何
々
の
故
に
依
他
起
性
と
い
わ
れ
る
〃
と
い
う
そ
う
い
う
形
で
依
他
起
性
の
名
義
と
い
い
ま
す

か
、
依
他
起
性
の
意
味
と
そ
の
物
柄
と
い
う
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
説
い
た
箇
所
が
↑
私
に
は
四
箇
所
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
四
箇

所
の
う
ち
三
箇
所
が
二
つ
づ
つ
な
ら
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
合
わ
せ
ま
す
と
計
七
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

私
は
そ
れ
を
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

し
て
、
そ
の
数
学
的
思
索
と
い
い
ま
す
か
、
理
論
的
基
盤
と
い
う
も
の
が
こ
の
二
つ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
後
、
そ
の
間
に
入
る

中
間
の
序
文
の
よ
う
な
も
の
が
述
言
へ
ら
れ
ま
し
て
い
そ
し
て
第
三
章
に
入
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
第
三
章
は
言
旦
昌
爵
笛
冒
も
国
ぐ
の
、
秒

と
還
元
せ
ら
れ
る
入
所
知
相
分
、
こ
こ
に
は
悟
入
せ
ら
る
、
へ
き
真
実
の
相
と
し
て
の
唯
識
性
く
言
眉
は
日
割
罵
一
国
と
い
う
も
の
と
、
そ
の

悟
入
の
方
法
と
い
う
も
の
が
総
説
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
こ
ん
ど
は
第
四
分
以
下
に
お
い
て
、
そ
の
過
程
と
そ
の
結
果
と
い
い
ま

す
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
に
細
か
く
述
、
へ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
組
織
を
、
私
は
一
応
『
摂
大
乗
諭
』
に
つ
い
て
考
え
る

わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
、
そ
れ
以
後
の
唯
識
の
論
言
と
い
う
も
の
は
受
け
継
い
で
い
る
。
そ
れ
以
上

に
出
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
じ
や
な
い
か
と
思
わ
れ
る
く
ら
い
そ
の
思
想
を
受
け
継
い
で
い
る
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
一

そ
こ
で
そ
の
依
他
起
性
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
に
あ
た
り
ま
し
て
、
こ
の
『
摂
大
乗
論
一
を
中
心
に
、
軸
に
し
て
お
話
を
申
し
上
げ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

２
、
生
じ
て
よ
り
一
刹
那
以
上
自
ら
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

１
、
索
習
の
種
子
よ
り
生
ず
る

三
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こ
う
い
う
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
い
か
と
思
い
亥
す
。
で
今
日
私
は
先
程
〃
管
見
″
と
申
し
ま
し
た
が
、
私
が
今
日

管
見
し
た
い
と
思
い
ま
す
管
は
こ
の
あ
た
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
管
を
通
し
て
一
つ
依
他
起
性
と
い
う
も
の
を
私
の
立
場
で
考

え
て
い
っ
て
み
た
い
と
思
う
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
は
じ
め
の
二
つ
で
す
が
、
こ
れ
は
唯
識
学
に
お
け
る
縁
起
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
の
〃
車
習
の
種
子

よ
り
生
ず
る
〃
と
い
う
こ
と
は
～
こ
れ
は
『
摂
大
乗
論
』
の
中
で
い
い
ま
す
な
ら
ば
「
自
の
惠
習
の
種
子
」
と
い
』
｜
フ
言
葉
で
い
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
か
ら
「
依
他
な
る
聿
習
の
種
子
」
Ｉ
こ
れ
は
覗
冒
弓
廻
〔
亨
菖
抵
一
〕
負
・
烹
嘱
で
す
か
ら
こ
う
読

む
べ
き
で
あ
る
Ｉ
「
依
他
な
る
重
習
の
種
子
よ
り
生
ず
る
」
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
し
、
「
菫
習
の
種
子

よ
り
生
ず
る
」
と
た
だ
そ
れ
だ
け
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
結
論
的
に
言
い
ま
す
な
ら
ば
、
法
が
あ
る
い
は
現
行

法
が
種
子
を
重
習
し
、
そ
の
種
子
か
ら
現
行
す
る
と
い
う
、
ア
ｒ
ラ
ャ
識
を
あ
る
い
は
種
子
を
根
底
と
し
て
現
行
と
種
子
が
相
互
の
因
果

関
係
の
中
に
お
い
て
法
の
存
在
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
第
二
番
目
の
「
生
じ
て
よ
り
一
刹
那
以

上
自
ら
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
存
在
は
、
一
刹
那
も
静
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
常
に
動
き
ゆ
く
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
従
っ
て
す
べ
て
の
も
の
は
刹
那
減
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
は
じ
め
の
二
つ
が
唯
識

の
縁
起
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
お
話
し
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
近
い
と
こ
ろ
で
は
安
慧
の
『
中
辺
分
別
論
』
の
釈
の
な
か
に
依
他
起
を
「
他
に
従
え
る
な
り
、
因
と
縁
と
に
相
依
り

て
生
ず
る
が
故
な
り
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
よ
く
唯
識
の
論
害
に
引
か
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
因
縁
に
依
っ
て
生
ず
る
こ
と

が
依
他
起
で
あ
る
と
い
う
い
い
方
は
、
先
程
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
『
爺
伽
師
地
諭
』
に
す
で
に
説
か
れ
て
い
ま
す
。
『
琉
伽
師
地
論
』

か
ら
そ
の
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
が
依
他
起
性
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
言
葉
は

も
ち
ろ
ん
端
的
に
縁
起
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
『
荘
厳

３
、
染
汚
・
清
浄
の
性
不
成
就

9］



経
論
』
と
か
「
中
辺
分
別
論
』
と
か
あ
る
い
は
『
法
法
性
分
別
論
」
と
い
う
も
の
を
通
し
て
、
依
他
起
性
と
ア
ー
ラ
ャ
識
、
そ
う
い
う
思

想
が
統
一
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
『
摂
大
乗
論
』
で
は
そ
う
い
う
表
現
で
は
な
く
て
、
「
重
習
の
種
子
よ
り
生
ず
る
」
と
い
う
言

葉
で
表
わ
し
た
。
そ
の
こ
と
が
『
摂
大
乗
論
』
と
し
て
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
『
摂
大
乗
論
』
で
は
、
こ
の
依
他
起
性
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず
る
こ
と
と
い
ま
ま
で
い
っ
て
き
た

こ
と
を
、
識
の
は
た
ら
き
と
い
う
か
、
現
行
と
種
子
と
の
相
互
関
連
の
上
で
、
そ
の
動
き
の
な
か
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
、
端
的
に
示
し
た
も
の
だ
と
こ
う
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
立
場
を
換
え
ま
す
が
、
『
摂
大
乗
論
』
の
所
知
相
分
に
こ
う
い
う
言
葉
が
口
非
常
に
有
名
な
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
が
ｌ

出
て
ま
い
り
ま
す
。
「
大
乗
の
縁
起
と
い
う
の
は
深
甚
微
妙
で
あ
る
け
れ
ど
も
そ
れ
を
二
つ
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
い
ま
す
。

そ
の
二
つ
と
申
し
ま
す
の
は
「
自
性
分
別
縁
起
」
と
「
愛
非
愛
分
別
縁
起
」
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
内
容
を
紹
介
い
た
し
ま
す
な
ら
ば
、
自

性
分
別
縁
起
〈
い
く
号
薗
く
四
‐
く
ぎ
目
盟
〉
と
い
う
の
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
依
止
し
て
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
依
っ
て
諸
法
が
生
起
す
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
愛
非
愛
分
別
〈
質
習
烏
冒
‐
臼
。
、
〉
と
は
十
二
縁
起
で
あ
っ
て
、
善
悪
の
種
子
か
ら
ア
ー
ラ
ャ
識
が
愛
非
愛
の
趣
に
生
起
す
る
こ

と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
つ
ま
り
は
じ
め
の
方
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
よ
っ
て
諸
法
が
生
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
二
番
目
の
方
は
、
こ
れ
は
種
子
か

ら
、
こ
の
場
合
愛
非
愛
の
趣
に
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、
結
生
に
お
け
る
次
生
を
は
っ
き
り
意
味
し
て
い
る
と
限
定
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
こ
の
ば
ぁ
ぃ
は
思
い
ま
す
ｌ
あ
と
で
ち
ょ
っ
と
別
な
例
を
出
し
ま
す
け
れ
ど
も
Ｉ
そ
の
次
生
に
ア
ー
ラ
ャ
識
が
生
起
す

る
こ
と
と
い
う
、
つ
ま
り
縁
起
と
い
う
も
の
を
そ
う
い
う
二
つ
に
分
け
て
、
大
乗
の
縁
起
は
そ
の
二
つ
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
る
ん
だ

と
い
う
こ
と
を
『
摂
大
乗
論
』
に
い
っ
て
お
り
ま
す
。

私
は
唯
識
の
論
害
で
比
較
的
縁
起
と
い
う
こ
と
は
少
く
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
縁
起
を
二
種
に
分

け
る
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
れ
以
後
唯
識
の
論
害
で
は
た
く
さ
ん
出
て
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
例
を
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
詳
し
く
申
し
上
げ
た

い
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
『
唯
識
三
十
頌
』
の
安
慧
釈
の
第
一
頌
に
因
転
変
］
］
①
目
冒
目
９
日
四
と
果
転
変
冒
巴
砦
胄
言
騨
目
色
と
い

”



う
、
こ
れ
は
識
転
変
の
転
変
を
説
明
す
る
非
常
に
重
要
な
言
葉
と
し
て
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
因
転
変
果
転
変
は
、
ち
ょ
う
ど
同
じ
場

所
に
『
成
唯
識
論
』
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
『
成
唯
識
論
』
は
因
能
変
果
能
変
と
い
い
ま
す
。
こ
の
「
成
唯
識
論
』
に
考
え
て
い
る
因

能
変
果
能
変
と
安
慧
釈
に
み
る
因
転
変
と
果
転
変
と
を
み
ま
す
と
非
常
に
違
っ
た
意
味
内
容
を
も
っ
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が

よ
く
よ
く
み
ま
す
と
、
実
は
文
面
は
、
逐
語
訳
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
一
致
し
て
い
る
さ
ま
は
大

分
ま
え
に
『
印
度
学
佛
教
学
研
究
』
に
紹
介
し
た
つ
も
り
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
，
そ
れ
は
ま
あ
能
変
と
い
う
翻
訳
の
問
題
か
ら
き
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
こ
こ
で
は
安
慧
釈
に
し
た
が
っ
て
お
話
を
申
し
上
げ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
因
転
変
と
い
う
の
は

「
転
変
し
て
因
と
な
る
こ
と
」
、
果
転
変
と
は
「
転
変
し
て
果
と
な
る
こ
と
」
と
一
応
こ
ん
な
ふ
う
に
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
因
転
変
と
は
、
現
行
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
種
子
を
菫
習
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
因
転
変
で
ご
ざ
い
ま
す
。
因
と
果
と
い
う
の
は
ふ
つ
う

の
場
合
、
種
子
は
因
の
位
で
考
え
ら
れ
る
、
現
行
は
果
と
い
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
だ
か
ら
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
種
子
を
聿
習
す
る
こ

と
で
あ
る
。
果
転
変
と
は
、
転
識
と
ア
ー
ラ
ャ
識
が
種
子
か
ら
生
起
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
も
う
ち
ょ

っ
と
詳
し
く
申
し
ま
す
と
、
そ
の
因
転
変
と
は
、
現
行
に
よ
っ
て
等
流
習
気
と
果
熟
習
気
と
い
う
二
つ
の
習
気
’
二
つ
の
習
気
じ
や
な

い
が
、
等
流
習
気
と
別
な
習
気
と
い
う
わ
け
じ
や
な
い
け
れ
ど
も
Ｉ
等
流
と
異
熱
と
の
習
気
を
ア
ー
ラ
ャ
識
に
置
く
こ
と
と
で
も
い
い

ま
す
か
、
栗
習
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
因
転
変
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
果
転
変
は
こ
れ
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
そ
の
等
流
習
気
か
ら
転
識

（
前
六
識
）
と
染
汚
の
意
と
が
生
ず
る
こ
と
、
そ
れ
が
生
起
す
る
こ
と
そ
れ
が
果
転
変
の
第
一
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第
二
は
異
熟
習
気
か
ら

ア
ー
ラ
ャ
識
が
生
起
す
る
こ
と
、
こ
の
ば
あ
い
に
そ
の
異
熟
習
気
か
ら
ア
ー
ラ
ャ
識
が
生
起
す
る
と
い
う
の
が
先
程
の
そ
の
二
種
の
縁
起

の
愛
非
愛
分
別
の
と
き
の
よ
う
に
必
ら
ず
し
も
次
生
の
ア
ー
ラ
ャ
識
、
総
報
の
果
体
と
し
て
の
次
生
へ
の
結
生
相
続
に
お
け
る
次
生
の
ア

ー
ラ
ャ
識
だ
け
を
指
す
と
は
い
い
き
れ
な
い
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
異
熟
習
気
の
果
転
変
の
文
中
の
「
他
の
衆
同
分
」
と
い
う
言
葉

の
理
解
に
か
か
わ
る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ア
ー
ラ
ャ
識
は
次
生
に
結
生
す
る
識
で
あ
る
と
共
に
、
念
倉
に
も
ア
ー
ラ
ャ
識
が
生
起
す
る

わ
け
で
す
。
そ
こ
で
ア
ー
ラ
ャ
識
の
生
起
を
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
ま
し
て
、
そ
の
果
転
変
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で
、
そ
れ
を
も
し
世
親
の
言
葉
を
用
い
ま
す
な
ら
ば
、
世
親
が
経
量
部
等
の
業
の
相
続
転
変
差
別
の
あ
の
転
変
と
い
う
用
語
を
唯
識
の

転
変
と
し
て
導
入
い
た
し
ま
し
て
、
ぐ
言
台
は
と
い
わ
れ
る
も
の
、
そ
の
識
の
動
き
を
く
急
目
騨
‐
宮
日
目
冒
騨
〈
識
転
変
〉
と
い
う
言
葉
で

に
は
等
流
習
気
か
ら
転
識
と
染
汚
の
意
が
生
ず
る
こ
と
と
、
異
熟
習
気
か
ら
ア
ー
ラ
ャ
識
が
生
起
す
る
こ
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
二
つ
に

分
け
る
わ
け
な
ん
で
す
。
こ
の
よ
う
に
種
子
か
ら
転
識
と
目
墾
口
騨
⑪
が
生
ず
る
こ
と
と
、
１
種
子
か
ら
ア
ー
ラ
ャ
識
が
生
ず
る
こ
と
と
、
こ

う
い
う
二
つ
に
分
け
て
縁
起
を
説
明
す
る
例
は
、
こ
れ
は
唯
識
の
諭
書
に
他
に
も
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
、
先
程
の

二
種
の
縁
起
と
い
う
こ
と
に
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
わ
け
な
ん
で
す
。
い
ま
の
ア
ー
ラ
ャ
識
の
生
起
の
指
す
範
囲
が
や
や
違
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
も
、
分
け
方
は
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
。
こ
れ
は
『
中
辺
分
別
論
』
の
相
品
の
第
九
偶
の
虚
妄
分
別
の
生
起
相
、

あ
る
い
は
十
偶
十
一
偶
の
雑
染
相
、
こ
れ
は
安
慧
釈
を
み
て
い
た
だ
き
ま
す
な
ら
ば
、
文
字
通
り
そ
れ
が
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

し
、
ま
た
『
唯
識
三
十
頌
』
の
第
十
七
偶
い
わ
ゆ
る
正
弁
唯
識
と
い
わ
れ
る
一
番
大
事
な
偏
に
引
き
続
き
ま
し
て
第
十
八
偶
第
十
九
偶
が

そ
の
第
十
七
偶
の
内
容
を
、
第
十
八
偶
は
い
ま
の
種
子
か
ら
転
識
・
昌
豐
国
“
が
、
ア
ー
ラ
ャ
識
に
依
止
し
て
生
ず
る
こ
と
で
あ
り
、
第

十
九
偶
が
ア
ー
ラ
ャ
識
の
生
起
を
説
く
と
い
う
ふ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
、
｝
」
れ
は
こ
の
解
釈
は
、
伝
統
的
な
法
相
宗
の
解
釈
と
は
非
常

に
異
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
で
イ
ン
ド
的
に
『
三
十
頌
』
を
正
し
く
理
解
で
き
る
と
私
は
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
ふ
う

に
唯
識
学
の
縁
起
は
こ
の
二
つ
に
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
そ
う
し
ま
す
と
、
唯
識
の
縁
起
と
い
う
も
の
は
、
因
縁
に
よ
っ
て
生
ず

る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
端
的
に
い
い
ま
す
な
ら
ば
、
種
子
か
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
わ
ざ
わ
ざ
因
転

変
果
転
変
の
文
を
挙
げ
ま
し
た
の
は
、
そ
の
種
子
が
実
は
因
転
変
に
よ
っ
て
窯
ぜ
ら
れ
た
種
子
で
あ
る
こ
と
、
因
転
変
に
よ
っ
て
重
ぜ
ら

れ
た
種
子
か
ら
そ
う
し
た
果
転
変
が
起
っ
て
く
る
と
い
う
、
』
だ
か
ら
そ
の
唯
識
の
縁
起
と
い
う
も
の
は
種
子
と
現
行
と
い
う
も
の
、
現
行

と
種
子
と
い
う
も
の
が
、
因
転
変
果
転
変
が
示
す
よ
う
に
、
相
互
に
因
果
関
係
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
相
互
に
因
果
関
係

を
な
し
て
い
る
動
き
、
そ
う
い
う
動
き
に
お
け
る
も
の
の
存
在
、
そ
れ
を
〃
唯
識
″
の
識
に
当
る
ぐ
言
煙
日
］
と
い
う
言
葉
が
、
私
は
示

し
て
い
る
と
田
心
い
、
ま
｛
，
。
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そ
れ
を
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
唯
識
で
は
も
の
の
存
在
と
い
う
も
の
は
、
す
今
へ
て
そ
の
ぐ
言
堂
〕
陣
と
し

て
の
存
在
、
ぐ
言
９
国
も
閏
］
ｇ
目
色
と
い
う
動
き
に
お
け
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
依
他
起
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
最
初
に
書
き
ま
し
た
第
一
↑
二
が
ま
ず
端
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
す
今
へ
て
の
も
の
が
識
転
変
で
あ
る
と
し
て
、
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
唯
識
無
境
と
い
う
言
葉
の
唯
識
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
唯
識
〈
ぐ
昔
名
は
日
削
国
〉
と
い
う
こ
と
が
つ
ま
り
依
他
起
、
そ
う
い
う
意
味
で
依
他
起
性
と
し
て
有
で
あ
る
と
、
依

他
起
性
の
有
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
る
わ
け
な
ん
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
私
の
世
界
の
存
在

と
な
り
ま
す
な
ら
ば
そ
れ
は
も
う
識
転
変
で
も
な
く
刹
那
滅
性
で
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
な
ん
で
、
主
観
は
主
観
と
し
て
客
観
は
客

観
と
し
て
、
能
取
は
能
取
と
し
て
、
所
取
は
所
取
と
し
て
そ
こ
に
固
定
化
さ
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
つ
ま
り
識
転
変
の
動
き
と
い
う
、
一
刹

那
の
静
止
も
許
さ
れ
な
い
そ
の
無
始
無
終
の
動
き
と
い
う
も
の
、
そ
の
動
き
が
一
点
で
静
止
さ
れ
る
、
止
め
ら
れ
る
と
い
い
ま
す
か
、
あ

る
い
は
そ
の
識
転
変
以
外
の
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
る
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
私
の
世
界
の
存
在
な
の
で
す
。
そ
れ
が
〃
無
境
″
と
い

う
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
私
は
思
う
の
で
す
。

『
摂
大
乗
論
』
に
も
『
成
唯
識
論
』
に
も
三
種
遍
計
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
三
種
遍
計
と
い
う
の
は
遍
計
所
執
性
を
説

明
し
ま
す
の
に
、
能
遍
計
と
所
遍
計
と
遍
計
所
執
性
に
わ
け
ま
し
て
、
「
能
通
計
は
意
識
で
あ
る
」
、
「
所
遍
計
は
依
他
起
性
で
あ
る
」
、

そ
し
て
そ
の
次
が
大
事
で
す
、
「
遍
計
所
執
性
と
は
依
他
起
性
に
お
い
て
あ
る
相
と
し
て
遍
計
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
を
遍
計
所
執
性
と
い

う
」
と
い
う
説
明
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
依
他
起
性
に
お
い
て
あ
る
相
と
し
て
遍
計
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
無
境
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
、
そ
れ
が
遍
計
所
執
性
で
す
。
だ
か
ら
唯
識
無
境
と
い
い
ま
す
こ
と
は
、
そ
う
い
う
い
ま
私
が
申
し
ま
し
た
よ
う
な

意
味
で
、
ぐ
言
目
少
冒
目
属
目
雲
と
し
て
の
有
と
、
そ
こ
に
あ
る
相
と
し
て
と
ら
ま
え
ら
れ
た
も
の
の
無
と
い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
ふ
う
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
『
三
性
論
偶
』
で
み
ま
す
な
ら
ば
、
冨
蒔
ご
倒
営
と
い
う
言
葉
と
葛
昏
倒
昏
乱
は
と
い
う
言
葉

で
そ
こ
が
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
三
性
の
体
系
の
な
か
で
、
そ
の
依
他
起
性
に
お
い
て
遍
計
所
執
性
の
遠
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離
が
円
成
実
性
で
あ
る
と
申
し
ま
す
の
は
、
そ
う
し
た
あ
る
相
と
し
て
固
定
化
す
る
よ
う
な
考
え
方
↑
そ
う
い
う
考
え
、
執
着
が
な
く
な

っ
た
と
き
、
つ
ま
り
依
他
起
性
を
依
他
起
性
と
本
当
に
知
っ
た
時
に
そ
れ
は
円
成
実
性
で
あ
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
一
応
三
性
の
体
系

と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
じ
や
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

佛
教
で
は
、
も
の
の
存
在
と
い
う
も
の
を
経
験
的
な
立
場
で
考
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
通
規
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
と
く
に
大

乗
佛
教
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
い
え
ば
私
の
世
界
、
も
の
が
私
の
世
界
の
存
在
で
あ
り
う
る
の
は
、
私
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
り
拘
聞
か

れ
た
り
、
考
え
ら
れ
た
り
す
る
、
何
ら
か
私
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
あ
る
も
の
こ
そ
が
具
体
的
に
私
の
世
界
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
、
こ
れ
は
大
乗
佛
教
に
一
応
通
じ
得
る
ん
じ
や
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
と
く
に
そ
れ
を
強
烈
に
出
す
の
は
唯
識
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

つ
ま
り
す
尋
へ
て
の
も
の
が
一
応
主
観
と
客
観
と
の
対
応
の
な
か
で
、
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
単
な
る
対
象
と
い
う
、
・
私
と
な
ん
の
関
係
も

な
い
対
象
と
い
う
よ
う
な
存
在
は
考
え
な
い
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
は
な
い
の
で
す
。
無
意
味
で
あ
る
と
で
も
言
い
切
っ
て
し
ま
っ

て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
主
観
と
客
観
と
の
対
応
と
い
う
そ
の
主
観
と
客
観
と
い
う
も
の
を
、
唯
識
の
用
語
で
い
い
ま
す
な
ら
ば
、

能
取
と
所
取
‐
四
目
爵
四
と
唱
劉
ご
色
と
い
う
言
葉
に
一
応
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
成
唯
識
論
』
に
申
し

ま
す
見
分
相
分
に
当
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
い
く
ら
か
の
問
題
は
残
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
は
あ
て
は
め
て
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
法
相
宗
の
伝
統
に
よ
り
ま
す
な
ら
ば
、
そ
の
見
分
と
相
分
が
、
依
他
起
性
の
領
域
で
考
え
る
べ
き
も
の
な
の
か
、
遍
計
所
執

性
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
安
慧
と
護
法
に
よ
っ
て
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
伝
え
て

お
り
ま
す
が
、
い
ま
私
が
そ
の
問
題
を
も
ち
ろ
ん
問
題
に
す
る
わ
け
じ
や
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
も
と
も
と
所
取
と
能
取
と
い
う
こ
と
は
、

遍
計
と
も
依
他
起
と
も
考
え
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
は
も
う
ち
ょ
っ
と
考
え
ま
す
な
ら
ば
、
能
取
所

取
と
い
う
能
所
と
い
う
在
り
方
自
体
が
実
は
依
他
起
的
だ
と
い
う
こ
と
の
方
が
も
っ
と
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

四
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つ
ま
り
も
の
が
す
べ
て
能
所
、
能
と
所
と
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
私
の
世
界
の
存
在
で
あ
る
わ
け
な
ん
で
あ
り
ま
す
。

だ
か
ら
先
ほ
ど
私
が
申
し
ま
し
た
な
か
に
、
種
子
を
重
習
す
る
も
の
を
法
と
い
っ
て
み
た
り
、
転
識
と
い
っ
て
み
た
り
し
て
い
る
わ
け
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
能
取
的
に
い
え
ば
転
識
で
い
い
わ
け
な
ん
で
し
ょ
う
し
、
所
取
的
に
い
う
な
ら
ば
法
と
い
っ
た
方
が
い
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
そ
の
因
転
変
果
転
変
の
場
合
は
識
と
い
う
言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
度
は
『
大
乗
阿
毘
達
磨

経
』
の
「
法
は
識
に
蔵
せ
ら
れ
、
識
は
法
に
お
い
て
ま
た
し
か
り
」
と
い
う
あ
の
有
名
な
偶
に
よ
れ
ば
、
法
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
ま
い

り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
能
取
と
所
取
と
い
う
形
と
い
う
か
、
主
観
と
客
観
と
い
う
形
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
も
の
は
存
在
す
る
。
だ
か

ら
種
子
生
現
行
と
い
う
こ
と
、
種
子
か
ら
現
行
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
に
い
い
ま
す
な
ち
ば
、
も
の
が
能
所
と
い
う
関
係
の

な
か
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
こ
と
が
、
依
他
起
性
が
虚
妄
分
別
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
’
そ
う

で
あ
る
と
は
言
い
ま
せ
ん
ｌ
つ
な
が
っ
て
く
る
と
言
い
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
唯
識
学
に
お
け
る
能
所
と
い
う
も
の
は
、

た
だ
い
ま
私
ど
も
が
考
え
て
い
る
主
観
と
客
観
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
〃
私
が
書
物
を
見
る
〃
と
い
う
私
と
書
物
は
こ
れ
は

主
観
と
客
観
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
の
も
の
を
能
取
所
取
と
い
っ
て
い
る
ん
で
は
な
い
わ
け
な
ん
で
す
。
も
っ
と
能
取
所
取
と
い

う
も
の
を
複
雑
に
と
い
う
か
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
っ
て
能
取
所
取
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
少
し
お
話
し
申
し
上
げ
ま

｜
○

「
中
辺
分
別
論
』
の
相
品
の
第
三
偶
に
有
名
な
偶
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
外
境
閏
昏
餌
と
有
情
困
茸
ぐ
鱒
と
我
弾
目
騨
邑
と
了
別
ぐ
言
眉
丘

と
し
て
顕
現
す
る
識
が
生
ず
る
。
そ
し
て
そ
の
も
の
〈
閏
９
秒
〉
は
存
在
し
な
い
。
胃
昏
騨
が
存
在
し
な
け
れ
ば
ぐ
言
習
餌
も
存
在
し
な
い
。
」

と
い
う
偶
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
四
識
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
『
荘
厳
経
論
』
の
述
求
品
で
出
て
ま
い
り
ま
す
三
種
三
種
の
顕

現
と
い
う
も
の
に
照
ら
し
合
わ
し
ま
し
て
も
す
ぐ
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
最
初
の
外
境
が
六
境
で
あ
り
、
有
情
は
五
根
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

こ
の
二
つ
は
所
取
と
い
う
側
に
属
す
る
わ
け
で
す
。
三
種
三
種
の
顕
現
で
い
い
ま
す
な
ら
ば
、
所
取
と
し
て
の
顕
現
に
は
い
る
わ
け
で
す
。

後
の
二
つ
、
我
と
了
別
、
我
は
目
自
国
ｍ
で
あ
っ
て
へ
了
別
は
六
識
で
す
か
ら
こ
れ
は
三
種
三
種
の
顕
現
で
い
え
ば
、
能
取
に
な
る
わ
け

す
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で
す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
同
じ
第
三
偶
の
な
か
に
自
匪
勢
と
い
う
こ
と
ば
に
二
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
私
が
「
外
境
」
と

訳
し
ま
し
た
四
昇
冨
は
、
い
ま
申
し
ま
し
た
六
境
で
あ
り
ま
す
。
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
対
境
と
し
て
の
色
声
香
味
触
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、

と
こ
ろ
が
後
の
ほ
う
に
「
そ
の
も
の
」
と
訳
し
ま
し
た
冑
昏
騨
、
こ
れ
も
や
は
り
胃
昏
騨
で
す
が
、
こ
の
胃
昏
騨
は
は
じ
め
の
能
取
所
‐

取
全
部
を
指
し
て
い
る
わ
け
な
ん
で
す
。
み
ん
な
が
胃
昏
四
、
そ
れ
で
な
き
や
こ
こ
の
偶
は
読
め
な
い
わ
け
な
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
そ

の
胃
昏
四
に
対
し
て
、
そ
れ
は
所
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
能
の
立
場
に
な
る
も
の
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
識
で
あ
り

ま
す
。
そ
う
す
る
と
こ
こ
の
一
つ
の
偶
の
な
か
に
そ
の
能
所
が
重
っ
て
お
り
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
『
摂
大
乗
論
』
の
所
知
相
分
に

も
言
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
眼
等
の
ぐ
言
息
陸
と
い
う
も
の
は
」
Ｉ
こ
れ
は
眼
根
と
考

え
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
Ｉ
「
相
と
し
て
の
色
等
と
、
見
と
し
て
の
眼
識
か
ら
乃
至
身
識
に
い
た
る
ま
で
と
い
う
そ
う
い
う
相
と
見
と

を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
が
先
ず
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
そ
の
眼
等
の
急
百
号
丘
は
、
そ
う
い
う
色
等
、
色
境
等
の
そ

う
い
う
相
と
、
そ
れ
か
ら
眼
識
か
ら
身
識
に
至
る
識
を
見
、
そ
う
い
う
相
と
見
と
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
す
ぐ

つ
づ
き
ま
し
て
今
度
は
意
目
四
目
院
で
す
。
「
意
の
く
言
砦
匡
は
眼
等
か
ら
法
に
至
る
ま
で
の
一
切
の
く
言
眉
丘
と
し
て
の
相
を
も
ち
、

意
識
の
ぐ
言
眉
は
と
し
て
一
の
見
を
も
２
と
い
う
。
つ
ま
り
先
程
の
と
違
っ
て
、
先
程
の
は
そ
の
眼
識
と
色
境
と
い
う
形
で
そ
の
相
と

見
を
言
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
後
の
方
は
、
前
の
相
と
見
も
み
ん
な
相
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
な
ん
で

す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
能
所
と
い
う
も
の
が
た
だ
単
に
我
為
が
考
え
て
い
る
主
観
と
客
観
だ
け
で
は
な
く
な
っ
て
く
る
わ

け
な
ん
で
ご
ざ
い
ま
す
・
ゞ
そ
の
よ
う
に
依
他
起
性
と
い
う
も
の
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
依
他
起
性
と
い
う
あ
り
方
自
体
が
つ
ね
に

能
所
と
し
て
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
『
唯
識
三
十
頌
』
の
第
十
七
偶
で
は
「
こ
の
識
転
変
と

は
分
別
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
し
、
こ
こ
に
依
他
起
性
は
虚
妄
分
別
で
あ
る
と
い
う
、
分
別
と
い
う

言
葉
が
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
使
わ
れ
る
理
由
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
『
中
辺
分
別
論
』
の
そ
の
第
一

偶
に
「
虚
妄
分
別
は
有
り
。
そ
こ
に
二
つ
の
も
の
あ
る
に
非
ず
・
」
と
い
う
有
名
な
偶
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
す
る
世
親
釈
で
は
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唯
識
学
の
教
学
史
上
の
一
番
の
功
績
と
い
い
ま
す
と
、
そ
の
佛
道
の
教
学
的
確
立
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
佛
道
の
教
学
的
確
立
と
い
う

も
の
を
最
も
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
の
が
入
無
相
方
便
と
い
う
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
・
こ
の
入
無
相
方
便
と
い
う
こ
れ
は
『
中
辺
分
別

論
』
か
ら
『
法
法
性
分
別
論
』
「
荘
厳
経
論
』
い
た
る
と
こ
ろ
に
出
て
お
り
、
識
有
境
無
か
ら
識
亦
無
へ
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
ま
い
り

ま
す
。
そ
こ
で
私
は
考
え
る
の
で
す
が
‐
も
と
も
と
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ぐ
言
習
秒
‐
富
国
目
昌
騨
あ
る
い
は
ぐ
旨
愚
目
目
削
国
と
い

う
そ
う
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
私
の
世
界
の
境
は
無
で
あ
る
、
我
々
の
考
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
の
存
在
は
本
当
の
存
在
じ
や
な
い
ん
だ

と
い
う
そ
の
内
容
と
い
い
ま
す
か
、
有
に
し
て
し
か
も
実
は
無
で
あ
る
存
在
の
根
拠
づ
け
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
在
り
方
、
そ
の
動
き

全
休
を
識
転
変
〈
ぐ
旨
倒
国
‐
宮
口
呂
昌
、
↑
〉
と
い
っ
て
い
る
ん
で
あ
れ
ば
、
そ
の
全
体
が
こ
ん
ど
否
定
さ
れ
る
論
理
と
い
う
の
は
、
そ
の

く
言
鼬
罵
言
‐
常
貝
』
３
日
勢
を
種
子
と
転
識
と
か
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
法
と
い
う
形
で
相
互
関
係
で
考
え
る
論
理
の
な
か
か
ら
は
た
し
て
生
れ
て

く
る
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
一
つ
問
題
で
あ
る
と
私
は
考
え
ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
入
無
相
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
も
の

が
又
識
亦
無
と
、
無
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
出
て
く
る
の
は
、
三
性
の
論
理
が
そ
こ
で
か
ら
ま
っ
て
く
る
か

ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
く
三
性
か
ら
三
無
性
へ
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
そ
う
い
う
こ
と
を
解
決
す
る
大
き
な
論
理
根

拠
と
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
、
し
か
し
こ
れ
は
い
ま
こ
こ
で
申
し
ま
せ
ん
、
三
無
性
と
い
う
こ
と
も
そ
ん
な
形
で
三
無
性
と
は
っ
き
り
出

「
そ
の
虚
妄
分
別
と
は
所
取
と
能
取
と
の
分
別
で
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
の
能
所
と
し
て
対
応
す
る
こ
と

自
体
が
依
他
起
性
の
す
が
た
で
あ
り
、
依
他
起
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
こ
ん
ど
は
い
ま
読
み
ま
し
た
『
中
辺
分
別
論
』
の

相
品
の
第
三
偶
の
終
り
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
胃
昏
四
も
、
四
つ
全
休
を
指
す
冑
吾
四
も
否
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
能
取
で
あ
る
識

も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
ぐ
言
習
四
も
胃
５
回
目
秒
と
い
う
か
ぐ
言
騨
胃
｝

と
い
わ
れ
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

園
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て
く
る
の
は
、
い
ま
あ
げ
て
お
り
ま
す
よ
う
な
諭
書
に
は
三
性
は
有
の
面
で
す
が
、
同
時
に
有
で
あ
る
と
と
も
に
無
で
あ
る
と
い
う
面
を

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
論
害
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
け
れ
ど
、
三
無
性
と
い
う
形
で
は
出
て
く
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は

一
つ
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
三
性
か
ら
三
無
性
へ
と
、
も
う
一
つ
私
が
そ
の
依
他
起
性
が
そ
の
能
所
的
で
あ
る
こ
と
と
い
う
ふ
う
に

考
え
る
こ
と
が
そ
の
問
題
に
関
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
依
他
起
性
と
い
う
も
の
は
そ
の
い
ま
の
転
識
と
種
子
の
関
係
で
あ
る
と
か
、

あ
る
い
は
そ
う
い
う
諭
書
を
み
ま
す
と
有
と
無
の
関
係
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
能
所
で
あ
る
と
か
、
雑
染
と
清
浄
で
あ
る
と
か
、
そ
う

い
う
形
で
そ
の
依
他
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
ま
い
り
ま
す
。
一
番
お
も
し
ろ
い
変
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
陳
那
の
『
円
集
要
義
論
』
で

は
、
依
他
起
性
の
〃
他
″
と
は
無
明
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
話
を
、
筋
道
を
う
ご
か
し
ま
す
が
、

『
法
法
性
分
別
論
』
の
は
じ
め
な
ど
に
三
性
を
応
知
応
断
応
証
と
い
う
、
そ
れ
が
遍
計
所
執
性
、
依
他
起
性
、
円
成
実
性
に
そ
れ
ぞ
れ
対

応
す
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
は
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
る
↓
へ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
そ
の
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
が
、
い
ま
の
入
無
相
と
い
う
こ
と
に
端
的
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
う
。
入
無
相
し
て
一
体
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
そ

こ
で
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
。
も
し
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
て
依
他
起
性
で
な
く
な
る
ん
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
す
る
と
私
が
最
初
に
申

し
ま
し
た
「
依
他
起
性
に
お
い
て
遍
計
所
執
性
の
遠
離
が
円
成
実
性
で
あ
る
」
と
い
う
体
系
は
、
こ
れ
は
間
違
っ
て
い
た
わ
け
な
ん
で
す
。

こ
れ
だ
っ
た
ら
ま
あ
私
は
「
依
他
起
性
は
遍
計
所
執
性
で
あ
る
。
そ
の
依
他
起
性
が
な
く
な
っ
た
時
に
円
成
実
性
は
生
ず
る
」
と
こ
う
い

う
言
い
方
に
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
「
三
十
頌
』
の
言
い
方
も
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
、

あ
の
『
三
十
頌
』
は
そ
れ
以
外
に
読
み
方
が
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
「
依
他
起
性
に
お
い
て
遍
計
所
執
性
の
遠
離
が

円
成
実
性
で
あ
る
」
と
ど
う
し
て
い
え
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ
の
識
亦
無
を
通
し
て
、
つ
ま
り
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
て
、
そ
の
の
ち

に
し
か
も
最
後
的
に
悟
り
の
世
界
も
ま
た
ぐ
言
号
威
で
あ
り
ぐ
言
騨
口
騨
‐
園
ロ
目
白
沙
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
そ
う
い
う
形
で
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
唯
識
は
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
説
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
『
中
辺
分
別
論
』
の
無
上
乗
品
に
「
三
性
は
所
知
で
あ
り
、
無
分
別
智
が
能
知
で
あ
る
」
と
悟
り
の
世
界
に
お
い
て
も
能
所
で
説

100



い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
能
所
に
は
た
ら
く
智
は
も
ち
ろ
ん
根
本
無
分
別
智
じ
や
な
く
て
後
得
智
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
法

相
宗
で
修
行
法
は
五
重
唯
識
観
で
す
が
、
そ
の
五
重
唯
識
観
の
一
番
最
後
は
遣
相
証
性
識
、
相
唯
識
を
遣
っ
て
性
唯
識
を
証
す
る
と
い
う

あ
の
性
唯
識
と
は
な
に
か
、
こ
れ
は
真
如
で
あ
る
。
だ
か
ら
真
如
も
ま
た
性
唯
識
と
い
う
形
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
れ
が
私
は
大
事
だ
と
思

い
ま
す
。
ま
た
『
摂
大
乗
論
』
に
有
名
な
十
八
円
淌
説
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
果
円
満
、
こ
の
十
八
円
満
と
『
浄
土
論
』
の
三
厳
二
十

九
種
の
荘
厳
と
は
い
つ
も
よ
く
対
応
さ
せ
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
対
応
し
得
な
い
も
の
が
二
つ
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
一
つ
が
果
円
満
、
果
円
満
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
い
ま
す
と
、
浄
土
の
相
で
あ
る
金
銀
瑠
璃
七
宝
す
簿
へ
て
は
清
浄
な
る

ぐ
言
餌
宮
昌
で
あ
る
と
書
い
て
あ
る
、
『
摂
大
乗
諭
』
で
は
、
無
性
釈
に
も
っ
と
は
っ
き
り
そ
の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
（
阿
弥
陀
佛

の
願
心
に
よ
っ
て
荘
厳
せ
ら
れ
た
浄
土
を
説
く
『
浄
土
論
』
に
は
そ
の
す
が
た
は
で
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
）
浄
土
の
世
界
、
浄
土
も
ま
た

島
目
宮
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
つ
ま
り
悟
り
の
世
界
、
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
て
転
依
し
た
悟
り
の
世
界
と
い
う
も

の
も
島
目
冒
］
日
割
Ｈ
色
で
あ
り
、
ぐ
言
目
四
も
胃
昌
四
目
四
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
を
『
摂
大
乘
諭
』
の
入
所
知
相
分
に
そ

の
言
葉
を
求
め
ま
す
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
『
唯
識
二
十
論
』
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
く
言
少
耳
』
日
割
国
薗
唯
識
性
、
と
い
う
言
葉
で

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
‐
国
と
い
う
こ
と
で
も
っ
て
客
観
的
な
真
理
と
い
う
か
そ
う
い
う
も
の
が
自
己
自
身
と
な
る
こ
と
、
悟
ら
る
ゞ
へ
き

も
の
、
証
得
せ
ら
る
等
へ
き
も
の
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
と
い
う
例
は
、
佛
教
の
用
語
に
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
番
手
近
な
例
で
こ
れ

は
あ
る
い
は
御
批
判
を
う
け
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
真
如
、
菌
昏
倒
に
対
し
て
冨
菩
騨
国
、
あ
の
一
菌
曽
騨
国
は
、
世
俗
的
に
あ
る

が
ま
ま
な
ん
で
な
し
に
、
証
せ
ら
れ
た
る
あ
る
が
ま
ま
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
唯
識
の
諭
書
で
い
い
ま
す
な
ら
ば
、
『
法
法

性
分
別
論
』
に
お
い
て
。
ぽ
自
昌
画
、
と
号
自
己
騨
薗
の
分
別
が
な
さ
れ
て
い
る
。
Ｑ
旨
胃
目
騨
は
断
ぜ
ら
る
べ
き
生
死
で
あ
る
、
号
閏
日
四
国

は
証
せ
ら
る
べ
き
浬
藥
で
あ
る
と
は
じ
め
か
ら
そ
う
書
か
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
‐
国
と
い
う
切
邑
霞
〆
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
証
得
さ
る
今
へ
き
、
す
な
わ
ち
応
証
団
扇
弾
冒
騨
騨
ぐ
圃
な
も
の
、
そ
う
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
も
そ
の
（
冒
胃
目
色
と
邑
冨
胃
日
騨
国
が
示
し
ま
す
よ
う
に
、
断
ぜ
ら
る
。
へ
き
も
の
も
証
せ
ら
る
今
へ
き
も
の
も
巳
芦
胄
日
ゆ
で
あ
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『
摂
大
乗
諭
』
の
依
他
起
性
を
ふ
つ
う
に
二
分
依
他
説
と
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
二
分
依
他
と
い
う
こ
と
は
依
他
起
性
即
通
計
所

執
性
か
ら
依
他
起
性
即
円
成
実
性
に
転
換
す
る
こ
と
と
い
う
、
そ
う
い
う
形
で
依
他
起
性
を
中
心
に
し
て
依
他
起
性
に
お
い
て
佛
道
の
体

系
が
確
立
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
私
は
爺
伽
行
学
派
と
い
い
ま
す
か
、
弥
勒
の
諭
書
を
は
じ
め
無
著
世
親
の
本
当
に
す
ぐ
れ

た
特
筆
大
書
す
顎
へ
き
成
果
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
反
面
、
龍
樹
が
戯
論
の
寂
滅
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
し
ま
し
た
り
、
ま
た

後
期
の
中
観
の
論
師
た
ち
が
そ
の
完
成
さ
れ
た
二
諦
説
に
よ
っ
て
示
し
ま
し
た
よ
う
な
そ
の
悟
り
と
迷
い
、
勝
義
と
世
俗
と
い
う
も
の
と

産
簡
別
す
る
と
い
う
か
峻
別
す
る
と
い
う
そ
の
厳
し
さ
、
そ
う
い
う
面
が
そ
の
道
の
確
立
の
な
か
か
ら
逆
に
稀
薄
に
な
っ
て
き
た
う
ら
み

が
あ
る
の
じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
受
け
取
ら
れ
や
す
い
面
が
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
に
こ
の
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
る
と
い
う

る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
そ
の
こ
と
が
い
ま
こ
こ
で
ぐ
言
四
宮
目
剖
昌
と
ぐ
言
名
は
ョ
弾
昌
団
と
い
う
言
葉
で
示
さ

れ
る
ん
じ
や
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
唯
識
で
は
転
依
胤
国
冒
冨
３
角
＃
］
と
い
う
わ
け
で

す
が
、
そ
の
転
ぜ
ら
る
所
依
と
い
う
の
が
依
他
起
性
で
す
か
ら
、
だ
か
ら
依
他
起
性
は
断
ぜ
ら
る
わ
け
、
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
て
ど
う

な
る
か
、
依
他
起
性
で
な
く
な
る
の
か
と
い
う
と
、
も
し
な
く
な
る
ん
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
よ
う
に
我
々
の
理
論
と

い
う
も
の
は
全
部
く
ず
れ
て
し
ま
い
ま
す
し
、
唯
識
の
論
害
の
い
っ
て
い
る
こ
と
は
く
ず
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
だ
か
ら
依
他
起
性
が
な
く

な
っ
て
断
ぜ
ら
れ
て
依
他
起
性
に
な
ら
な
く
て
、
例
え
ば
円
成
実
性
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
依
他
起
性
が
な

く
な
っ
て
ま
た
依
他
起
性
に
な
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
依
他
起
性
が
断
ぜ
ら
れ
て
依
他
起
性
に
な
る
こ
と
そ
れ
が
そ
の
依
他
起

性
に
お
い
て
遍
計
所
執
性
の
遠
離
が
円
成
実
性
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
『
摂
大
乗
論
』
で
依
他
起
性
の
雑
染
分
を
転
捨
し
て
清
浄
分
を

取
得
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
雑
染
分
を
転
滅
し
て
清
浄
分
を
転
現
す
る
と
い
う
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
意

味
で
雑
染
と
清
浄
と
が
依
他
的
で
あ
る
と
い
う
だ
け
じ
や
な
く
て
、
雑
染
も
清
浄
も
依
他
起
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
非
常
に
大

事
な
意
味
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
先
程
書
き
ま
し
た
第
三
番
目
の
染
汚
清
浄
の
性
不
成
就
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
く
る

と
思
い
ま
す
。
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こ
と
は
非
常
に
大
事
な
意
味
を
私
た
ち
は
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
む
し
ろ
唯
識
の
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
ふ
う

に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
長
尾
雅
人
博
士
の
名
論
文
で
あ
り
ま
す
「
中
観
哲
学
の
根
本
的
立
場
」
に
、
我
が
国
で
は
は
じ
め
て
紹
介
せ
ら
れ
て
、
そ
れ

か
ら
非
常
に
注
意
せ
ら
れ
た
言
葉
に
一
」
う
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
〃
如
所
有
性
、
尽
所
有
性
〃
。
真
諦
訳
で
は
〃
如
理
・
如
量
〃
、

着
目
翌
鼠
匡
働
く
房
四
国
と
鼠
ぐ
且
三
働
且
富
国
で
ご
ざ
い
ま
す
が
↑
こ
の
如
所
有
性
と
い
う
の
は
あ
る
が
ま
ま
を
見
る
勝
義
の
智
、
勝

義
諦
の
智
慧
で
あ
る
し
、
尽
所
有
性
と
い
う
の
は
あ
る
限
り
を
照
ら
す
世
俗
諦
の
智
慧
と
い
わ
れ
ま
す
。
長
尾
博
士
の
言
葉
を
か
り
ま
す

な
ら
ば
、
止
い
ま
こ
こ
で
問
題
に
す
る
の
は
あ
と
の
尽
所
有
性
の
方
な
ん
で
す
が
Ｉ
尽
所
有
性
と
い
う
の
は
、
そ
の
有
る
限
り
と
い

う
の
は
、
そ
の
生
死
の
辺
際
を
尽
し
、
五
誼
十
二
処
十
八
界
に
他
な
ら
な
い
と
い
っ
て
ま
さ
し
く
世
俗
の
世
界
の
す
べ
て
を
知
る
智
慧
、

そ
れ
が
尽
所
有
性
と
い
う
そ
れ
が
佛
陀
の
智
慧
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
尽
所
有
性
と
い
う
も
の
は
い
つ
も
如
所
有
性
と
い
う
勝
義
の
智
慧
、

佛
陀
の
根
本
無
分
別
智
と
い
い
ま
す
か
、
そ
の
根
本
無
分
別
智
が
尽
所
有
性
に
先
立
っ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ね
に
如
所
有
性
か
ら

尽
所
有
性
が
生
じ
て
く
る
。
だ
か
ら
尽
所
有
性
は
そ
の
佛
陀
の
根
本
無
分
別
智
に
随
順
し
て
そ
の
有
情
を
成
熟
す
る
菩
薩
の
智
慧
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
所
知
で
あ
る
も
の
が
尽
所
有
で
あ
る
、
有
る
限
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
転
依
に
お

い
て
断
ぜ
ら
れ
た
依
他
起
性
が
、
こ
ん
ど
は
悟
り
の
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
あ
る
部
分
じ
や
な
し
に
寸
分
残
さ
ず
、
す
み
か
ら
す
み
ま
で

よ
み
が
え
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
依
他
起
性
が
や
は
り
依
他
起
性
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
如
実
に
示
す
一
つ
の
例
だ
と
思
っ
て
こ
こ
に

出
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
『
爺
伽
師
地
論
』
に
無
分
別
転
清
浄
妙
智
で
あ
る
勝
義
の
智
慧
か
ら
有
分
別
転
清
浄
妙
智
で
あ
る
世
俗
の

智
慧
が
展
開
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
も
と
も
と
般
若
波
羅
蜜
と
は
無
分
別
智
で
あ
る
一
と
い
う
い
い
方
は
、

こ
れ
は
『
摂
大
乗
諭
』
が
は
じ
め
て
じ
や
な
い
で
す
か
、
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
『
摂
大
乗

論
』
以
前
に
、
般
若
波
羅
蜜
は
無
分
別
智
で
あ
る
と
い
う
例
は
、
私
は
出
て
こ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
も
か
く
無
分
別
智

と
い
う
こ
と
は
こ
れ
は
虚
妄
分
別
に
対
し
て
無
分
別
智
と
い
う
言
葉
が
、
私
は
非
常
に
意
義
づ
け
が
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。
↑
だ
か
ら
無
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分
別
智
と
い
う
言
葉
は
唯
識
の
用
語
と
は
あ
え
て
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
唯
識
的
に
意
義
づ
け
ら
れ
る
言
葉
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
い

ま
す
。
そ
こ
で
私
は
唯
識
学
と
い
う
も
の
を
主
体
的
な
面
か
ら
い
い
ま
す
な
ら
ば
、
ｌ
知
的
な
面
と
い
い
ま
す
か
Ｉ
唯
識
学
と
い
う

も
の
は
終
始
一
貫
そ
の
虚
妄
分
別
と
無
分
別
智
と
の
関
わ
り
合
い
を
説
い
て
い
る
も
の
だ
と
い
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
私
は
思
い
ま

す
。
そ
の
無
分
別
智
と
い
う
も
の
は
、
無
分
別
の
智
で
す
か
ら
、
そ
の
能
所
不
二
の
智
慧
能
所
不
二
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
心

能
所
不
二
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
中
論
的
な
表
現
を
も
っ
て
し
ま
す
な
ら
ば
、
戯
諭
の
寂
滅
し
た
黙
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
と
こ

ろ
が
黙
に
と
ど
ま
っ
て
は
、
佛
教
の
究
極
と
い
う
も
の
が
黙
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
に
と
っ
て
何
の
役
に
も
立
た
な
い
、
全
く
ロ
○
旨
、
の
晨
○

な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
な
ん
で
す
が
、
そ
う
で
な
く
て
、
つ
ね
に
そ
れ
が
私
の
世
界
に
現
わ
れ
て
く
る
、
そ
こ
に
私
の
世
界
で
あ

る
依
他
起
性
の
世
界
が
よ
み
が
え
っ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。

御
存
知
の
よ
う
に
爺
伽
学
派
の
佛
身
論
は
三
身
説
に
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
自
性
身
“
く
ぎ
目
く
房
騨
圃
冨
、
受
用
身
出
目
こ
〕
○
唱
冨
‐

圃
冒
、
変
化
身
ロ
昌
禺
昌
国
邑
国
圃
菌
、
こ
の
三
身
説
と
い
う
の
は
『
荘
厳
経
誰
』
と
か
『
摂
大
乗
論
』
に
非
常
に
詳
し
く
で
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
な
か
で
『
荘
厳
経
論
』
の
例
を
と
り
ま
す
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
お
り
ま
す
。
「
自
性
身
と
は
法
身
で
あ
っ
て
、
転

依
を
特
質
と
す
る
」
。
自
性
身
は
法
性
真
如
と
い
う
か
、
悟
り
の
世
界
で
あ
る
法
性
真
如
そ
の
も
の
が
実
は
佛
の
本
性
で
あ
る
、
本
質
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
圃
冒
、
佛
身
と
し
て
自
性
身
と
し
て
呼
ん
だ
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
『
荘
厳
経
諭
』
の
菩
提
品
に
同
じ
よ
う
に
佛
の

智
慧
を
説
く
偶
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
転
識
得
智
の
四
智
Ｉ
大
円
鏡
智
・
平
等
性
智
・
妙
観
察
智
・
成
所
作
智
と
い
う
四
智
が
出
て
ま
い

り
ま
す
が
、
そ
れ
を
『
荘
厳
経
論
』
で
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
お
り
ま
す
。
大
円
鏡
智
は
不
動
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
平
等
性

智
・
妙
観
察
智
・
成
所
作
智
の
智
は
、
そ
の
大
円
鏡
智
に
依
止
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
世
親
釈
に
は
「
大
円

鏡
智
は
不
動
で
あ
り
、
そ
れ
に
依
止
す
る
他
の
三
智
は
動
で
あ
る
」
と
こ
う
い
っ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
四
智
は
、
自
性
身
と
受

用
身
・
変
化
身
の
関
係
に
そ
の
ま
ま
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
自
性
身
が
不
動
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
動
の

世
界
に
現
わ
れ
て
く
る
、
動
い
て
き
た
も
の
が
受
用
身
で
あ
る
。
『
中
辺
分
別
論
』
の
安
慧
釈
に
こ
う
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
「
自
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性
身
が
受
用
身
に
お
い
て
現
等
覚
す
る
」
と
い
う
い
い
方
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
つ
ま
り
三
身
の
う
ち
の
自
性
身
が
頂
点
な
の
で
は
な
く

て
、
図
式
的
に
示
す
な
ら
ば
頂
点
に
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
内
容
的
に
は
実
は
自
性
身
が
頂
点
で
は
な
く
て
、
そ
の
自
性
身
が
受
用

身
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
悟
り
の
完
成
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
受
用
身
は
自
利

の
成
就
を
特
質
と
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
『
唯
識
三
十
頌
』
に
「
円
成
実
性
を
見
ず
し
て
依
他
起
性
を
見
ず
」
と
い
う

言
葉
が
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
そ
の
理
趣
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
『
摂
大
乗
論
』
の
な
か
に
受
用

身
の
こ
と
を
等
流
身
昌
遇
騨
目
騨
圃
冨
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
箇
所
が
で
て
ま
い
り
ま
す
が
、
日
当
四
且
四
と
い
う
の
は
〃
流
れ

出
る
〃
と
い
う
こ
と
、
だ
か
ら
真
如
法
性
な
る
無
為
の
世
界
の
自
性
身
が
、
有
為
分
別
の
世
界
に
流
れ
出
た
も
の
が
、
そ
れ
が
そ
の
受
用

身
だ
と
。
！
こ
こ
で
一
つ
断
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
自
性
身
か
ら
受
用
身
と

い
う
一
つ
の
方
向
だ
け
が
示
さ
れ
て
い
る
。
私
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
三
性
の
理
論
の
な
か
に
お
け
る
悟
り
の

世
界
と
い
う
も
の
は
そ
れ
で
は
現
わ
れ
て
お
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

ち
ょ
っ
と
急
ぎ
ま
す
こ
と
も
あ
っ
て
、
違
っ
た
場
面
で
の
例
を
出
し
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
方
も
随
分
と
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
『
浄

土
論
』
の
な
か
に
「
一
法
句
と
は
清
浄
句
な
り
、
清
浄
句
と
は
真
実
智
慧
無
為
法
身
な
り
」
と
い
う
、
真
宗
学
で
も
非
常
に
大
事
に
す
る

言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
あ
れ
は
『
論
註
』
で
は
広
略
相
入
の
と
こ
ろ
に
は
い
っ
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
あ
の
言
葉
を
こ
ん

な
ふ
う
に
佛
身
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
初
め
の
．
法
句
」
は
自
性
身
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
二
番
目
の
「
清
浄
句
」

は
こ
れ
は
三
厳
二
十
九
種
の
荘
厳
相
と
し
て
展
開
す
る
受
用
身
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
三
番
目
の
「
真
実
智
慧
無
為
法
身
」
は
こ
れ
は
ま
た

自
性
身
で
あ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
受
け
取
め
て
い
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
一
法
句
と
清
浄
句
と
真
実
智
慧
無

為
法
身
と
が
互
い
に
展
転
相
入
す
る
よ
う
に
自
性
身
と
受
用
身
と
い
う
も
の
が
、
自
性
身
か
ら
受
用
身
が
流
れ
て
く
る
ん
じ
や
な
し
に
、

自
性
身
と
受
用
身
と
い
う
も
の
が
刹
那
刹
那
に
展
転
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
そ
う
い
う
こ
と
が
依
他
起
性
の
す

が
た
で
あ
る
。
そ
れ
は
依
他
起
性
と
い
う
理
趣
に
お
い
て
は
じ
め
て
そ
れ
が
言
い
得
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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大
変
時
間
が
超
過
い
た
し
ま
し
て
、
も
う
一
つ
い
い
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
簡
単
に
申
さ
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う

ん
で
す
が
、
勝
義
諦
と
世
俗
諦
、
勝
義
と
世
俗
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
は
中
観
学
派
の
専
有
物
の
よ
う
に
い
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は

私
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
勝
義
と
世
俗
の
二
諦
、
月
称
や
清
弁
に
な
っ
て
二
諦
と
い
う
も
の
が
完
成
さ
れ
て
く
る
の
は
実
は

唯
識
の
論
書
を
通
し
て
内
容
づ
け
ら
れ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
と
く
に
そ
の
こ
と
が
い
え
る
の
は
『
中
辺
分
別
論
』
に
お

け
る
勝
義
と
世
俗
の
論
述
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
も
の
が
龍
樹
の
二
諦
と
い
う
内
容
を
肉
づ
け
し
て
い
っ
て
、
そ
し
て
後
の
中
観

学
派
の
二
諦
説
と
い
う
も
の
の
基
本
に
な
っ
て
い
く
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
は
考
え
た
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
い
か
が
な
も
の
で

し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
唯
識
に
我
田
引
水
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
勝
義
と
世
俗
と
い
う
言
葉
の
説
明
を
通
し
て
先
程

か
ら
話
し
て
お
り
ま
す
依
他
起
性
が
依
他
起
性
に
な
る
、
依
他
起
性
が
悟
り
に
お
い
て
よ
み
が
え
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
こ
ん
ど
は
私

た
ち
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
で
『
中
辺
分
別
論
』
で
は
ゞ
「
真
実
品
」
に
、
麓
真
実
蟄
二
蜀
昌
東
号
一
３
国
と
細
真

実
の
己
患
目
騨
冨
詐
ご
角
と
い
う
ふ
う
に
、
鹿
真
実
が
世
俗
で
あ
り
、
細
真
実
が
勝
義
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
三
つ
に
分
け
て
説

明
し
て
お
り
ま
す
。
私
は
そ
の
中
で
一
番
大
事
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
世
俗
の
な
か
で
は
三
番
目
に
顕
了
世
俗
且
匡
動
く
曽
畠
切
騨
日
‐

ぐ
目
と
い
う
も
の
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
勝
義
と
い
う
も
の
は
、
言
葉
を
越
し
、
言
説
を
越
し
、
分
別
を
越
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ

か
ら
言
葉
に
よ
っ
て
、
円
成
実
で
あ
る
と
か
真
如
で
あ
る
と
か
空
性
で
あ
る
と
か
言
葉
で
言
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
は
顕
了
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
勝
義
で
は
な
く
世
俗
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
勝
義
の
中
の
第
三
番
目
に
行
勝
義
冒
斡
は
冨
藍
冒
国
‐

日
日
垈
国
と
い
う
の
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
佛
道
で
あ
る
。
そ
の
ま
え
の
二
つ
の
勝
義
は
真
如
と
混
樂
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ

は
無
為
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
有
為
で
あ
る
道
を
勝
義
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
二
つ
が
か
ら
み
あ
い
ま
し
て
私
は
非
常
に
味
わ
い
深
い

唯
識
の
教
え
と
い
う
も
の
を
、
私
ど
も
は
い
た
だ
け
る
わ
け
で
す
。
と
い
う
の
は
一
番
最
初
に
申
し
ま
し
た
、
私
が
今
日
お
話
し
す
る
管

六
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だ
と
申
し
ま
し
た
そ
の
管
を
し
め
く
く
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
う
あ
わ
て
て
お
話
し
し
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
最
後
の
染
汚
清
浄
の
性
不
成
就
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
染
汚
か
ら
清
浄
へ
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
関
係
、
あ
る
い

は
悟
り
に
お
け
る
関
係
で
あ
る
こ
と
ま
で
を
話
し
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
二
つ
の
言
葉
か
ら
い
い
ま
す
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
な
し
に
私

の
歩
ん
で
い
る
一
歩
一
歩
、
刹
那
刹
那
で
す
ね
、
私
の
日
々
の
刹
那
刹
那
、
佛
教
を
学
び
ゆ
く
刹
那
刹
那
に
勝
義
の
は
た
ら
き
が
あ
る
わ

け
で
す
。
そ
の
勝
義
の
は
た
ら
き
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
雑
染
の
自
覚
、
虚
妄
分
別
の
自
覚
も
生
ず
る
し
、
そ
こ
に
向
上
も
生
れ
て
く
る
わ
け

な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
染
汚
清
浄
の
性
不
成
就
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
刹
那
刹
那
に
佛
道
ｌ
佛
道
と
い
う
の
は
何
も
初
め
か
ら
し

ま
い
ま
で
結
果
が
み
わ
た
せ
る
、
あ
る
い
は
結
果
の
見
え
る
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
だ
私
が
歩
ん
で
い
く
一
歩
一
歩
だ
け
し
か
な

い
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
悟
り
に
お
い
て
は
じ
め
て
佛
道
と
い
う
自
覚
が
で
き
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
佛
道
で
あ
り
得
る
の

は
、
そ
こ
に
染
汚
と
清
浄
＄
勝
義
と
世
俗
と
が
そ
の
私
の
刹
那
刹
那
に
ま
じ
わ
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
佛
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

そ
れ
も
や
っ
ぱ
り
依
他
起
性
の
理
趣
に
よ
っ
て
い
え
る
。
そ
れ
が
一
番
最
後
の
染
汚
清
浄
の
性
不
成
就
と
い
う
言
葉
の
内
容
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
内
容
と
し
て
は
じ
め
て
、
は
じ
め
の
第
一
、
第
二
の
意
味
も
依
他
起
性
全
体
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
し

て
受
け
取
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

大
変
長
時
間
に
な
り
ま
し
て
、
し
か
も
急
い
だ
大
味
な
話
し
に
な
り
ま
し
た
。
大
変
恐
縮
い
た
し
ま
す
。
御
静
聴
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。

（
本
稿
は
昭
和
五
十
二
年
十
二
月
一
日
、
大
谷
大
学
仏
教
学
会
公
開
講
演
会
に
お
け
る
講
演
の
筆
録
を
先
生
に
加
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
）
。
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