
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
、
四
目
国
冒
爲
は
（
月
称
、
七
世
紀
頃
）
の
主

著
「
入
中
論
」
昌
且
ご
四
目
鳥
習
騨
菌
国
（
頚
と
疏
）
は
、
中
観
佛
教
の

思
想
体
系
を
理
解
す
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
書
物
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
や
チ
ベ
ッ
ト
佛
教
の
思
想
史
研
究
か
ら
い
っ
て
も

注
目
す
べ
き
著
作
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
「
入
中
論
」
第
六
章
の
解
読
研

究
で
あ
る
。
第
六
章
は
「
入
中
論
」
の
中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
分
量

か
ら
い
っ
て
も
全
体
の
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。
本
書
は
そ
の
解
読
に

あ
た
っ
て
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
菅
薗
ロ
四
口
目
（
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
の
学
僧
、

十
一
’
二
世
紀
頃
）
と
ツ
ォ
ン
カ
パ
爵
目
巨
撃
冒
（
宗
喀
巴
、
一
三
五

七
’
一
四
一
九
）
と
の
注
釈
を
参
考
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
解
読
研
究
を

行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
本
書
の
特
色
が
あ
る
と
と
も
に
、

著
者
の
長
年
に
わ
た
る
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
入
中
論
」
第
六
章
の
解
読
研
究
で
あ
る
本
書
に
、
．
「
空

性
思
想
の
研
究
」
と
い
う
害
題
を
つ
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ツ
ォ
ン
カ

．
〈
の
注
釈
に
よ
っ
た
と
著
者
は
の
ぺ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る
よ
う
に
、
本
書
は
．
「
入
中
論
」
第
六
章
の
た
ん
な
る
和
訳
お
よ
び
そ
の

注
記
を
試
み
た
の
で
は
な
く
、
「
入
中
論
」
の
内
容
を
二
注
釈
に
基
づ
い

小
川
一
乗
著

「
空
性
思
想
の
研
究
１
入
中
論
の
解
読
ｌ
』

瓜
生
津
隆
真

て
可
能
な
限
り
厳
密
に
検
討
し
、
理
解
し
よ
う
と
努
め
た
も
の
で
、
と
く

に
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
の
解
釈
や
思
想
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
紹
介
を
し
て
い
る
。

「
入
中
論
」
研
究
に
つ
い
て
は
、
今
世
紀
初
、
Ｆ
ｏ
員
、
号
冨
ぐ
Ｐ
辰
①

句
。
届
め
旨
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
訳
テ
ク
ス
ト
が
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
と
併
行

し
て
フ
ラ
ン
ス
語
訳
（
第
六
章
の
中
端
で
中
断
）
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
、

学
界
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
諸
学
者
に
よ
っ
て
訳
注
や
研

究
が
こ
こ
ろ
み
ら
れ
て
そ
の
成
果
も
あ
る
程
度
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
「
入
中
論
」
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
し
か
現
存
し
な
い
た

め
に
、
文
献
研
究
が
容
易
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
解
読
が
き
わ
め
て
困
難

で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
内
容
が
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
の
中
観
・
唯
識
な

ど
の
諸
学
派
の
思
想
や
当
時
の
イ
ン
ド
哲
学
の
諸
思
想
を
と
り
あ
げ
て
、

き
わ
め
て
難
解
な
論
議
を
展
開
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
諸
思
想
の
論
争
の

要
点
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
な
ど
の
理
由
か
ら
、

「
入
中
論
」
の
全
体
に
わ
た
る
解
読
研
究
は
ま
だ
完
了
し
て
い
な
い
・
著

者
は
か
ね
て
か
ら
こ
の
解
読
研
究
を
す
す
め
、
次
々
と
そ
の
成
果
を
学
会

誌
に
発
表
さ
れ
て
き
た
が
、
本
書
の
よ
う
な
研
究
成
果
が
ま
と
め
て
発
表

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
は
、
学
界
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と

で
あ
る
。
以
下
、
本
書
を
概
観
し
て
気
付
い
た
二
、
三
の
点
に
つ
い
て
私

見
を
の
ぺ
、
本
書
に
つ
い
て
の
詳
細
な
書
評
は
後
日
を
期
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
は
じ
め
に
、
テ
ク
ス
ト
お
よ
び
翻
訳
に
関
す
る
文
献
に
つ
い
て
は
、

序
論
（
六
頁
注
１
）
に
お
い
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
中
国
語
訳
の
二

言
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
法
尊
訳
「
入
中
論
」
六
巻
（
中
華
民
国
一
一
一
十
一
年
、
成
都
・
漢
蔵

教
理
院
。
再
刊
本
、
同
六
十
四
年
、
台
北
・
新
文
豊
出
版
公
司
）
。
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○
法
尊
訳
「
入
中
論
善
顕
密
意
疏
」
十
四
巻
（
中
華
民
国
三
十
一
年
、

成
都
・
漢
蔵
教
理
院
）
。

前
者
は
「
入
中
論
」
の
頌
と
疏
と
の
中
国
語
訳
で
あ
っ
て
、
こ
の
中

の
頌
の
部
分
を
取
り
出
し
て
論
述
し
た
研
究
が
、
釈
演
培
「
入
中
論
頌
講

記
」
で
あ
る
。
後
者
は
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
注
釈
の
中
国
語
訳
で
あ
っ
て
、
筆

者
は
か
つ
て
米
国
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
の
図
書
館
で
こ
れ
を
た
ま
た
ま

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
第
四
巻
ま
で
し
か
な

か
っ
た
ｂ
と
こ
ろ
が
耐
幸
い
に
も
こ
の
訳
書
に
は
序
に
つ
づ
い
て
入
中
論

大
疏
科
文
（
Ｉ
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
に
よ
る
科
文
）
が
載
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
入
中
論
の
梗
概
を
お
お
よ
そ
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
入
中
論
」
の
文
献
研
究
に
関
し
て
筆
者
が
か
ね
て
考
え

て
い
る
こ
と
は
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
テ
ク
ス
ト
に
っ
、
い
て
可
能
な
限
り
厳
密
な

校
訂
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
テ
ク
ス
ト
刊
本
が
あ
る
け
れ
ど
も
、

笠
松
単
伝
氏
が
「
入
中
観
論
疏
訳
注
⑩
」
（
佛
教
研
究
四
の
三
）
に
す
で

に
指
抽
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
充
分
な
校
訂
テ
ク
ス
ト
と
は
い
え
な

い
。
テ
ク
ス
ト
校
訂
に
は
、
ナ
ル
タ
ン
、
デ
ル
ゲ
、
北
京
の
諸
版
の
照
合

は
勿
論
の
こ
と
、
「
入
中
論
」
の
頌
（
二
本
）
と
疏
（
一
本
）
、
の
校
合
、

さ
ら
に
、
諸
著
作
に
お
け
る
「
入
中
論
」
の
引
用
、
「
入
中
論
」
に
お
け

る
諸
経
論
の
引
用
な
ど
の
検
出
等
、
文
献
研
究
の
基
礎
的
作
業
が
必
要
で

あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
テ
ク
ス
ト
一
般
に
つ
い
て
い
え
る
こ

と
で
あ
る
が
、
用
語
や
語
句
に
つ
い
て
の
サ
ン
ス
ク
リ
ー
ッ
ト
語
を
で
き
る

だ
け
正
確
に
還
元
し
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
原
典
に
お
け
る
原
意
を
容
易
に
た

ど
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
基
礎
作
業
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し

て
は
同
一
作
者
お
よ
び
同
一
訳
者
に
な
り
、
幸
い
な
こ
と
に
サ
ン
ス
ク
リ

ツ
ト
原
典
と
チ
、
、
ヘ
ヅ
ト
訳
が
現
存
す
る
、
「
中
論
疏
」
が
あ
っ
て
、
そ
の

訳
語
例
や
語
句
表
現
が
大
へ
ん
参
考
に
な
る
。
ま
た
著
者
が
用
い
た
二
注

釈
が
テ
ク
ス
ト
校
訂
に
も
大
い
に
役
立
つ
。
こ
と
に
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
の

注
釈
は
逐
語
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
校
訂
に
つ
い
て
の
基
礎
的
作
業
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
多
く
の
時
間
と
労
苦
と
を
要
す
る
。
し
か
し
文
献
研
究
に
と
っ
て

は
不
可
欠
の
仕
事
で
あ
る
。
本
書
は
解
読
を
中
心
と
し
て
い
る
た
め
、
テ

ク
ス
ト
校
訂
に
関
し
て
は
必
要
最
少
限
を
脚
注
に
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
が
、
著
者
が
決
し
て
文
献
研
究
の
基
本
線
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
な
い

こ
と
は
一
見
し
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
「
入
中
論
」

の
よ
う
な
大
乗
佛
教
思
想
の
基
本
的
著
作
に
は
、
解
読
に
先
立
っ
て
、
た

と
え
ば
耐
ｃ
巳
唾
号
・
旨
ぐ
昌
示
①
勺
○
口
協
旨
が
校
訂
出
版
し
た
「
中
諭

疏
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
の
よ
う
な
棋
範
的
な
テ
ク
ス
ト
校
訂
が
必

要
で
あ
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
解
読
研
究
に
あ
た
っ
て
著
者
が
試
み
た
方
法
に
つ
い
て
一
言
し
た

い
。
ま
ず
著
者
は
、
「
入
中
論
本
文
を
二
注
釈
書
の
注
釈
文
を
補
足
文
と

し
て
依
用
し
っ
っ
解
説
す
る
と
い
う
方
法
が
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
」
と
基

本
方
針
を
の
ゞ
へ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
を
取
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

「
入
中
論
本
文
と
二
注
釈
書
と
の
三
原
典
の
全
文
を
並
列
的
に
示
し
て
い

く
と
い
う
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
が
用
い
ら
れ
る
↓
へ
き
で
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
そ
の
方
法
を
取
る
と
本
書
の
三
倍
ほ
ど

の
分
量
と
な
る
た
め
に
や
む
な
く
」
こ
の
方
法
を
取
っ
た
と
こ
と
わ
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
入
中
論
」
の
本
文
と
二
注
釈
害
の
注
釈
を
適
宜
補

足
し
な
が
ら
解
読
し
た
の
は
、
「
入
中
論
」
本
文
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
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理
解
し
、
意
味
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
解
読
研
究
の
た
め
に
依
用
さ
れ
た
二
注
釈
害
に
つ
い
て
、
序

説
（
八
’
一
○
頁
）
に
簡
に
し
て
要
を
え
た
紹
介
が
あ
る
。
ジ
ャ
ャ
ー
ナ

ン
ダ
が
忠
実
な
逐
語
的
注
釈
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
著
者
の
指
摘
す

る
と
お
り
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
補
足
文
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
の
注
釈
書

に
よ
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
は
カ
シ
ュ
ミ
ー
ル
出
身
の
す
ぐ
れ
た

学
僧
と
し
て
知
ら
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
の
中
観
学
者
と
し
て
著
名
な
両
目
⑳

ご
囚
耳
目
９
号
胃
岳
ｏ
口
凋
Ｈ
ｐ
ｍ
は
彼
の
許
で
学
ん
だ
と
伝
え
る
（
四
口
の

シ
目
〕
巴
吻
閂
〕
や
麓
ら
。
と
こ
ろ
で
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
の
学
僧
は
十
二
世
紀

前
半
に
没
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
は
十
一
世
紀
後

半
か
ら
十
二
世
紀
初
に
か
け
て
活
躍
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ツ
ォ
ン
ヵ
・
ハ
の
「
ラ
ム
リ
ム
」
を
見
る
と
、
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
の
注
釈
が

三
ヶ
所
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
二
回
は
中
観
派
の
正
統
説
を
逸

脱
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
は
後
期

中
観
派
の
流
れ
に
属
し
、
し
か
も
彼
自
身
の
理
解
や
独
自
の
思
想
的
立
場

を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
注
釈
書
の
中
か
ら
推
測
さ
れ
る
が
、
ツ
ォ
ン
カ
パ

は
そ
の
理
解
に
対
し
て
批
判
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の

注
釈
書
に
お
い
て
ジ
ャ
ヤ
ー
ナ
ン
ダ
の
思
想
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
示
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

ツ
ォ
ン
カ
パ
の
注
釈
害
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ミ
目
四
且
Ｐ
の
注
釈
害
を
充

分
に
参
照
し
た
上
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
（
一
○

頁
）
と
い
い
、
し
た
が
っ
て
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
が
詳
細
に
注
釈
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
簡
略
化
ま
た
は
省
略
さ
れ
、
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
の
注
釈
が
な
い

と
こ
ろ
を
注
意
し
て
注
釈
し
た
り
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ャ
ー
ナ
ン
ダ
と
見
解

を
異
に
し
た
と
こ
ろ
を
意
識
的
に
強
調
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で

こ
の
注
釈
害
は
「
日
の
目
酉
〕
四
冒
の
学
的
個
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
個

処
が
多
い
」
（
一
○
頁
）
と
み
て
い
る
。
本
論
の
研
究
は
、
こ
の
随
所
に

出
て
い
る
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
学
説
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
著
者
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
な
か
で
も
ス
ヴ
ァ
ー
タ
ン
ト
リ
カ
（
自
立
論
証
派
）
と

フ
ラ
ー
サ
ン
ギ
カ
（
帰
謬
論
証
派
）
と
い
う
中
観
両
学
派
の
教
義
上
の
相

違
を
論
ず
る
個
処
（
三
五
頁
以
下
）
や
勝
義
と
世
俗
と
の
二
諦
に
つ
い
て

の
解
釈
（
八
二
頁
以
下
）
な
ど
は
注
目
す
。
へ
き
見
解
で
あ
る
。

本
論
の
目
次
は
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
科
文
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
科
文
は
細
目
次
と
し
て
載
録
さ
れ
表
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
詳
細
に
内
容
を
分
析
し
て
科
文
を
立
て
、
本
文
を
解
説
し
論
述
し
て

い
く
の
が
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
の
注
釈
文
献
の
特
色
で
あ
っ
て
、
ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
の

注
釈
書
も
そ
の
例
に
も
れ
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
科
文
の
チ
ベ
ッ
ト
文
を

著
者
は
忠
実
に
和
訳
し
て
、
そ
の
ま
ま
目
次
に
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
一
考
を
要
す
る
。
た
と
え

ば
、
総
目
次
の
本
論
第
三
は
「
甚
深
な
る
縁
起
を
見
る
真
実
性
を
解
釈
す

る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
意
味
が
不
明
確
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
月
次

と
し
て
用
い
る
の
は
適
当
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
チ
、
ヘ
ッ
ト
文
は

「
（
菩
薩
が
）
深
甚
な
る
縁
起
と
見
給
う
真
実
を
説
く
」
と
い
う
よ
う
に
読

め
る
か
ら
、
目
次
と
し
て
は
、
第
三
「
甚
深
な
る
縁
起
で
あ
る
真
実
を
説

く
」
と
い
う
よ
う
に
で
も
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
第
三

第
一
章
は
「
甚
深
な
る
縁
起
を
説
く
こ
と
を
宗
と
す
る
」
、
同
第
二
章
は

「
甚
深
な
る
縁
起
の
意
味
を
説
く
〔
に
通
わ
し
い
〕
器
と
認
め
ら
れ
る
も

の
」
と
い
う
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
著
者
は
細
目
次
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に
お
い
て
、
本
論
三
五
頁
か
ら
四
五
頁
ま
で
を
「
序
・
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
に
よ

る
序
説
」
と
し
て
第
五
章
第
二
節
の
は
じ
め
に
収
め
る
文
と
し
て
見
て
い

る
が
、
｜
」
れ
は
第
五
章
第
一
節
２
「
真
実
智
の
対
治
分
を
標
挙
す
る
」
の

内
容
と
し
て
み
る
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
法
尊
は
「
明
了
知
真
実
之
障
」
と
訳

し
、
そ
の
内
容
を
二
つ
に
分
け
「
自
統
中
観
派
の
実
執
を
明
か
す
」
と

「
応
成
中
観
派
の
実
執
を
明
か
す
」
と
す
る
。
自
続
中
観
派
と
は
聾
騨
‐

沙
国
日
冨
応
成
中
観
派
と
は
厚
剖
昌
唱
箇
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
、

細
目
次
Ｉ
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
科
文
に
お
い
て
誤
訳
と
思
わ
れ
る
も
の
を
二
、

三
あ
げ
る
と
、
第
五
章
第
二
節
⑫
と
⑬
と
の
間
の
「
２
他
生
を
区
別
し
て

否
定
す
る
」
と
あ
る
中
の
「
区
別
し
て
」
は
「
別
し
て
」
と
な
お
す
寺
へ
き

て
あ
り
、
同
例
の
「
４
寂
滅
を
世
間
が
侵
害
す
る
こ
と
に
お
け
る
反
証
が

説
か
れ
る
」
は
「
遮
遣
に
対
し
て
世
間
が
反
証
す
る
そ
の
反
証
を
説
く
」

と
訳
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
同
⑬
の
「
否
定
が
自
性
を
も
っ
て

無
な
る
ア
ー
ラ
ャ
〔
識
〕
を
認
め
な
い
理
由
と
な
る
方
軌
」
と
あ
る
中
の

「
否
定
が
」
は
「
減
は
」
と
な
お
し
て
、
全
体
を
「
減
は
自
性
が
無
な
る

こ
と
で
、
こ
れ
が
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
認
め
な
い
理
由
と
な
る
わ
け
」
と
し
、

同
㈱
の
「
３
必
要
の
た
め
に
説
か
れ
た
唇
嶮
を
説
く
」
と
あ
る
中
の
「
必

要
の
た
め
に
」
は
「
密
意
に
よ
っ
て
」
と
訂
正
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
が
用
い
た
解
読
の
た
め
の
方
法
は
、
止
む
な
く
便
宜

的
に
用
い
た
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
入
中
論
」
の
解

読
に
あ
た
っ
て
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
な
い
。
本
文
も
注
釈
に
よ
っ
て
補

足
し
な
が
ら
解
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
文
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め

よ
う
と
し
た
と
い
う
目
的
か
ら
す
る
と
、
か
え
っ
て
本
文
を
読
み
づ
ら
く

し
、
か
つ
理
解
に
混
乱
を
お
こ
し
易
く
し
た
の
で
は
な
い
か
と
お
そ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
本
論
冒
頭
に
出
る
、
「
入
中
論
」
第
六
章
第
一
偶
を
と
り
あ

げ
て
み
よ
う
。

「
現
前
地
（
シ
冒
目
昌
冒
‐
匡
昌
目
）
に
等
至
せ
る
心
（
団
昌
箸
呉
ご
‐

ｇ
拝
四
）
を
持
っ
て
、
十
力
等
の
正
等
覚
者
の
法
（
笛
日
目
量
目
‐
号
‐

少
Ｈ
旨
い
）
に
直
面
（
号
盲
目
昌
瞬
目
現
前
）
し
て
、
〃
此
に
縁
り
て

（
頁
四
国
ｑ
秒
）
彼
が
生
起
す
る
（
困
目
具
冨
号
鼻
の
）
″
と
い
う
縁
起

（
胃
四
国
ｑ
四
‐
“
四
目
ロ
８
脚
§
）
の
真
実
（
菌
耳
ぐ
ぃ
）
を
見
る
か
れ
菩
薩
は
、

般
若
波
羅
蜜
多
（
目
星
副
凰
国
目
敵
）
に
立
場
を
お
く
が
故
に
、
能

知
所
知
を
知
得
し
な
い
こ
と
（
四
口
喝
巴
四
巨
冨
不
可
得
）
を
特
質
と

す
る
（
両
厨
農
旨
）
減
（
昌
埼
ｃ
号
四
）
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
解
読
に
は
、
原
文
の
意
味
を
で
き
る
だ
け
正
硴
に
と
ら
え
よ
う
と
す

る
意
企
と
苦
心
の
あ
と
が
見
ら
れ
る
し
、
還
元
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
が
数
多

く
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
こ

こ
ま
で
詳
し
く
注
釈
の
補
足
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
疑
問
に
思

う
。
む
し
ろ
原
文
が
補
足
文
に
よ
っ
て
ひ
き
の
ば
さ
れ
て
か
え
っ
て
表
現

全
体
が
冗
長
と
な
り
、
意
味
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
す
ら

見
ら
れ
る
。
右
の
訳
文
に
対
し
て
筆
者
の
試
訳
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

「
現
前
（
地
）
に
お
い
て
等
至
の
心
（
函
日
脚
冒
冨
。
貸
囚
）
に
定
ま
り
、

正
等
覚
者
の
法
に
対
す
る
知
が
現
前
し
て
、
此
縁
性
（
Ｉ
縁
起
）
の

真
実
を
見
る
か
れ
（
菩
薩
）
は
、
般
若
（
の
知
恵
）
に
定
ま
る
か
ら
、

減
（
昌
壗
。
§
四
）
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
の
訳
文
に
お
い
て
も
、
多
少
の
語
句
を
補
足
し
て
い
る
が
、
補
足
の
こ

と
ば
は
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
て
本
文
を
読
み
易
く
す
る
よ
う
に
し
て
い

る
。
ま
た
還
元
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
も
最
少
限
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
の
よ
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う
に
筆
者
は
訳
文
は
で
き
る
だ
け
簡
潔
で
あ
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
。
し

か
し
著
者
に
は
著
者
の
考
え
方
が
あ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
本
文
の
原
意
に
近

づ
く
た
め
に
、
出
来
る
だ
け
詳
し
く
注
釈
を
用
い
、
多
少
の
読
み
づ
ら
さ

を
犠
牲
に
し
て
も
、
原
意
を
説
明
的
に
補
足
し
て
い
く
曇
へ
き
だ
と
い
う
意

見
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
余
分
な
補
足
や
説
明
は
、
少
な
く
と
も
本
文

理
解
に
は
か
え
っ
て
無
益
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
原
文
の
意
味
を
見
失

っ
て
し
ま
う
弊
害
す
ら
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
補
足
や
説

明
は
必
要
な
も
の
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
う
す
れ
ば
分
量
の
問

題
も
お
の
ず
か
ら
解
消
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
注
釈
を
取
捨
選
択

す
れ
ば
、
本
文
を
中
心
と
し
て
あ
げ
、
そ
れ
に
注
釈
と
研
究
を
並
記
す
る

こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

チ
尋
ヘ
ッ
ト
訳
テ
ク
ス
ト
の
解
読
に
つ
い
て
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
点
に

つ
ね
に
心
を
配
り
、
解
読
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
「
入
中
論
」

の
場
合
は
先
述
の
と
お
り
「
中
論
疏
」
の
存
在
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て

く
る
。
ま
た
「
中
論
疏
」
は
「
入
中
諭
」
よ
り
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
、

「
中
諭
疏
」
を
著
わ
す
に
あ
た
っ
て
、
「
入
中
諭
」
が
つ
ね
に
参
照
さ
れ

て
い
た
ら
し
い
。
「
詳
し
く
は
入
中
諭
を
見
る
べ
し
」
と
い
う
文
が
再
三

「
中
論
疏
」
に
出
て
く
る
こ
と
が
そ
の
何
よ
り
の
証
拠
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
本
論
二
三
頁
（
刊
本
テ
ク
ス
ト
七
五
頁
一
’
二
行
目
）
に
あ
る
「
。
：

…
空
性
を
不
顛
倒
に
見
る
た
め
の
眼
薬
が
、
無
明
の
眼
病
と
な
っ
て
い
る

盲
膜
を
除
去
す
る
た
め
に
塗
ら
れ
て
：
．
…
」
と
い
う
文
は
、
中
論
疏
（
刊

本
三
七
三
頁
五
行
目
）
の
（
Ｐ
風
身
凶
‐
）
昏
昌
目
（
ｇ
冨
冨
‐
）
巨
冒
警
弾
目
１
‐

ｌ
、
ｌ

冒
］
、
－
３
め
昌
一
冒
威
§
『
ざ
。
割
茜
．
創
誉
四
‐
と
い
う
文
と
よ
く
一
致
す
る
。

従
っ
て
、
こ
の
箇
所
の
チ
ベ
ッ
ト
文
は
「
無
明
と
い
う
眼
病
の
膜
を
う
ち

破
り
、
空
性
を
誤
り
な
く
見
る
こ
と
（
を
可
能
）
に
す
る
眼
薬
が
塗
ら
れ

五
・
…
・
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

解
読
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に
内
容
が
難
解
な
だ
け
に
、
訳
文
は
で
き
る

か
ぎ
り
読
み
易
い
も
の
が
好
ま
し
い
。
一
つ
一
つ
原
文
と
照
合
し
な
が
ら

読
み
返
し
て
み
な
け
れ
ば
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
な
訳
文
は
で
き

る
だ
け
避
け
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
こ
の
点
に
も
十
分
に
留
意
さ
れ

た
こ
と
と
思
う
が
、
筆
者
の
率
直
な
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

全
体
的
に
な
お
検
討
し
て
読
み
易
く
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
見
か
け
る
。
ま
た
原
文
解
釈
に
つ
い
て
著

者
と
見
解
を
異
に
す
る
点
も
あ
る
。
さ
ら
に
テ
ク
ス
ト
の
校
訂
を
見
の
が

し
た
と
こ
ろ
や
、
誤
読
、
脱
落
な
ど
も
見
ら
れ
る
。
い
ま
は
紙
数
の
都
合

上
、
一
を
そ
れ
ら
を
列
挙
し
て
筆
者
の
意
見
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
、
他
日
を
期
し
た
い
。

筆
者
は
、
「
入
中
諭
」
の
解
読
に
あ
た
っ
て
著
者
が
払
わ
れ
た
不
挽
の

努
力
と
学
的
熱
情
に
深
い
敬
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
読
研
究

が
入
中
諭
研
究
を
大
き
く
前
進
せ
し
め
た
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
と
く

に
き
わ
め
て
読
解
の
困
難
な
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
注
釈
に
と
り
く
み
、
そ
の
成

果
を
収
め
て
い
る
こ
と
は
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
て
、
学
界
に
貴

重
な
功
績
を
残
こ
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
著
者
は
紙
数
の
関
係
か
ら

そ
の
成
果
の
す
べ
て
を
載
せ
て
い
な
い
。
将
来
、
こ
れ
だ
け
を
独
立
の
研

究
と
し
て
ま
と
め
、
発
表
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
と
思
う
。

（
昭
和
五
十
一
年
十
二
月
、
文
栄
堂
、
Ｂ
５
版

四
三
二
頁
、
一
八
、
○
○
○
円
）
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