
『
十
地
経
』
の
「
一
二
界
は
唯
心
な
り
」
と
い
う
経
文
が
、
無
性

の
註
釈
し
た
『
摂
大
乗
論
』
に
お
い
て
も
、
『
解
深
密
経
』
の
経

文
と
と
も
に
唯
心
・
唯
記
識
を
論
ず
る
聖
教
（
倒
習
目
四
）
の
一
つ

②

と
し
て
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ

０

無
性
（
ｚ
Ｃ
ｇ
目
ロ
日
且
冨
》
峠
厨
く
ゅ
巨
昌
暑
覺
）
は
彼
の
『
摂

大
乗
論
註
』
の
玄
英
訳
や
、
そ
の
他
中
国
文
献
に
も
と
づ
い
て
、

陳
那
ｌ
無
性
ｌ
護
法
の
学
流
に
あ
る
有
相
唯
識
派
の
人
と
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
す
で
に
注
意
さ
れ
て
い
る
如
く
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
に

も
彼
の
著
作
と
し
て
の
『
摂
大
乗
諭
註
』
と
『
大
乗
荘
厳
経
論

註
』
と
が
現
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
彼
の
学

流
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
立
場
よ
り
、

二
、
三
の
点
を
考
察
す
る
。

無

性
の
学
流
に
つ
い
て

ｌ
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
Ｉ

づ
（
》
Ｃ

無
性
は
そ
の
下
の
註
釈
に
お
い
て
、

「
唯
心
（
ｇ
芹
四
日
弾
国
）
云
々
と
言
わ
れ
る
中
で
、
心
は
記

識
（
ぐ
昔
呂
ら
と
同
義
で
あ
る
。
そ
し
て
、
唯
（
冒
弾
国
）

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
実
に
外
境
（
胄
昏
煙
）
が
し
り
ぞ
け

ら
れ
る
。
そ
れ
〔
外
境
〕
が
無
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
能

取
も
亦
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。
〔
所
取
能
取
の
二
は
〕
分
別
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
〔
心
〕

は
心
所
が
無
く
し
て
起
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
心
所
は

し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
。
例
え
ば
『
諸
心
所
が
な

く
し
て
、
如
何
な
る
と
き
も
心
は
決
し
て
起
ら
な
い
』
云
々

と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

滅
尽
定
の
心
は
ど
う
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
は
〔
か
の
〕
宗

に
と
っ
て
過
失
に
堕
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

片
野

道

雄

67



れ
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
心
が
あ
る
と
き
、
相
応
を
具
す
る

も
の
と
し
て
あ
る
。
〔
心
が
〕
な
い
と
き
、
相
応
を
具
す
る

も
の
と
し
て
な
い
こ
と
に
な
る
。
」
弓
の
丘
品
目
号
『
１
喝
旨
翠
）

と
語
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
唯
心
・
唯
記
識
無
境
、
入
無

相
義
の
解
釈
は
世
親
、
安
慧
な
ど
の
職
伽
唯
識
論
害
の
上
に
常
に

展
開
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
の
解
釈
に
続
く
「
け

れ
ど
も
、
そ
の
〔
心
〕
は
心
所
が
な
く
し
て
起
ら
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
諸
心
所
は
し
り
ぞ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
。
例
え
ば
『
諸

心
所
が
な
く
し
て
、
如
何
な
る
と
き
も
心
は
決
し
て
起
ら
な
い
』

云
左
と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
」
と
い
う
註
釈
に
よ
っ
て

唯
心
と
い
う
場
合
、
心
所
を
唱
導
し
な
い
唯
心
説
で
は
な
い
と
せ

③

ら
れ
る
。
唯
心
と
い
う
場
合
、
そ
の
心
に
心
所
を
も
摂
す
る
、
い

わ
ゆ
る
唯
心
心
所
と
す
る
解
釈
の
仕
方
は
、
『
中
辺
分
別
論
』
相

品
、
第
八
偶
の
「
虚
妄
分
別
は
三
界
に
属
す
る
心
心
所
な
り
」
と

い
う
言
葉
や
、
『
唯
識
二
十
論
』
の
冒
頭
の
言
葉
な
ど
を
始
め
、

当
時
の
爺
伽
唯
識
に
お
い
て
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

④

で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
ま
た
、
「
そ
こ
に
心
が
あ
る
と
き
、
相
応

を
具
す
る
も
の
と
し
て
あ
り
＄
心
が
な
い
と
き
相
応
を
具
す
る
も

の
と
し
て
な
い
。
」
と
も
い
っ
て
、
そ
こ
に
唯
心
・
唯
記
識
縁
起
と

し
て
の
心
心
所
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
無
性
の
解
釈
の
仕
方
は
、

ま
た
、
次
に
示
す
安
慧
の
註
釈
の
上
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
『
大
乗
荘
厳
経
諭
』
求
法
品
、
「
求
唯
記
識
性
」
の

条
項
の
下
で
、
安
慧
は
、

⑤

「
唯
記
識
の
語
は
心
所
を
も
摂
す
る
。
唯
の
語
は
心
と
心
所

の
み
で
あ
っ
て
、
外
な
る
色
等
の
色
は
あ
る
に
非
ず
と
一
般

に
承
認
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
あ
る
唯
心
論
者

は
唯
記
識
と
い
う
の
は
唯
心
の
み
で
あ
っ
て
、
心
よ
り
以
外

に
、
心
所
の
法
と
外
境
と
は
な
く
、
共
に
無
と
考
え
る
。
」

（
竜
巴
門
一
目
握
画
Ｃ
吟
聡
‐
単
）

指
す
か
不
明
で
あ
る
が
、
先
の
無
性
註
に
も
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
、

そ
の
こ
ろ
、
心
所
を
唱
導
し
な
い
唯
心
論
者
の
存
在
し
た
｝
」
と
が

知
ら
れ
る
。
安
慧
は
更
に
、

．
切
の
三
界
は
心
心
所
の
み
と
な
っ
て
、
外
な
る
法
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
知
ら
れ
る
今
へ
き
こ
と
と
し
て
、

二
偶
が
説
か
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
．
…
：
心
の
語
は
ア

ー
ラ
ヤ
等
の
識
と
心
心
所
と
か
ら
な
る
行
相
に
お
い
て
い
わ

れ
、
心
心
所
よ
り
所
取
能
取
の
二
と
し
て
顕
わ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
〔
そ
う
い
う
〕
心
よ
り
別
な
も
の
は
何
ら
な
い
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
〔
か
上
る
〕
心
こ
そ
所
取
能

取
と
し
て
顕
わ
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
以
外
に
心
所
や
所
取
能

と
述
べ
て
、
先
の
無
性
註
と
同
様
の
解
釈
を
な
し
、
具
体
的
に
「
あ

⑥

る
唯
心
論
者
」
云
を
と
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
学
派
を
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坂
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
」
亀
。
唇
侭
ｇ
虐
杢
‐
α
）

と
い
っ
て
、
安
慧
は
、
あ
る
唯
心
論
者
の
い
う
唯
心
の
心
も
心
心

所
な
る
心
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
て
、
心
心
所
に
よ
る
唯
心
を

語
っ
て
い
る
。

無
性
も
亦
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
そ
の
「
求
唯
記
識
性
」
の

条
項
を
註
釈
し
て
、

「
唯
と
い
う
の
は
外
境
を
遮
す
る
た
め
で
あ
る
。
心
の
み
が

摂
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
「
そ
の
心
も
亦
こ
こ
に
相
応
を

⑦

具
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
調
へ
き
で
あ
る
』
と
い
わ
れ

て
い
る
が
故
に
、
こ
こ
で
は
諦
心
所
を
も
亦
摂
せ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
」
（
罵
言
品
宕
暫
‐
。
）

と
、
唯
心
無
境
を
述
ぺ
る
と
共
に
、
『
唯
識
二
十
論
』
の
冒
頭
に

も
見
ら
れ
る
文
章
を
引
川
し
て
、
心
に
心
所
を
も
摂
す
る
と
述
べ

て
い
る
。
更
に
無
性
は
、

「
〔
か
坐
る
〕
心
の
顕
現
を
離
れ
た
眼
、
色
等
な
る
所
取
能

取
の
相
（
医
庸
四
目
）
は
勝
義
と
し
て
な
い
如
く
、
貧
等
も
亦
、

そ
れ
と
等
し
く
〔
な
い
〕
。
こ
の
心
こ
そ
あ
る
拠
置
の
仕
方

⑧

に
よ
っ
て
含
肖
冨
蔚
員
↑
）
負
と
し
て
顕
現
し
、
或
は
腹
と
し

て
顕
現
し
～
或
は
、
そ
れ
よ
り
別
な
法
と
し
て
種
全
な
る
顕

現
（
ｇ
茸
竺
〕
冨
困
）
を
も
っ
て
起
る
と
い
う
よ
う
に
説
か
れ
て

い
る
如
く
で
あ
る
。
貧
等
が
把
握
さ
れ
て
、
あ
る
拠
置
の
仕

方
に
よ
っ
て
、
負
等
と
し
て
顕
現
せ
る
心
が
起
る
と
き
、
そ

れ
は
、
心
こ
そ
が
諸
心
所
と
共
に
起
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

貧
等
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
．
：
・
・
・
そ
れ
〔
心
心
所
な
る

心
〕
よ
り
以
外
に
、
別
な
所
取
能
取
と
な
れ
る
諸
法
は
な
い

か
ら
、
無
い
と
い
う
。
お
よ
そ
心
所
あ
り
と
認
め
な
い
人
々

に
と
っ
て
は
偶
頌
に
よ
っ
て
意
味
が
了
解
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
」
（
罵
言
提
Ｅ
Ｓ
岸
ｌ
ご
）

と
解
説
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
註
釈
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
無
性
は
世
親
、
安

慧
と
同
じ
立
場
よ
り
唯
心
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
成
唯
識
諭
』
の
造
諭
の
意
趣
・
所
用
を
述
毒
へ
る

と
こ
ろ
で
、

「
或
執
ョ
離
し
心
無
二
別
心
所
一
」
（
新
導
巻
一
、
一
頁
）

と
い
う
異
計
を
掲
げ
て
い
る
が
、
先
に
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
、
『
成

唯
識
論
』
に
お
い
て
異
計
と
せ
ら
れ
る
こ
の
「
離
心
無
別
心
所
」

と
い
う
こ
と
が
、
無
性
、
安
慧
に
よ
っ
て
は
積
極
的
に
解
釈
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
成
唯
識
論
』
の
造
諭
の
意
趣
・
所
用
の

⑨

所
述
は
、
す
で
に
考
察
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
『
唯

識
三
十
頌
』
の
安
慧
の
註
に
述
寺
へ
る
も
の
、
或
は
、
少
な
く
と
も

そ
の
系
統
に
属
す
る
も
の
の
漢
訳
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
て
お
り
、

た
だ
、
先
に
掲
げ
る
異
計
と
、
そ
の
異
計
の
直
前
に
述
べ
る
「
或
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執
諸
識
用
別
体
同
」
と
い
う
異
計
の
所
述
は
、
安
慧
の
註
釈
に
見

い
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
推
究
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

『
成
唯
識
諭
』
の
造
諭
の
意
趣
に
お
い
て
、
こ
と
さ
ら
二
つ
の
異

計
を
そ
こ
に
述
令
へ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
論
の
特
色
が
窺
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
『
成
唯
識
論
』
巻
一
に
は
、
「
此
中
識
言

亦
摂
二
心
所
《
定
相
応
故
。
」
（
新
導
、
二
頁
）
、
ま
た
、
巻
七
に
は
、

「
唯
言
為
し
遮
二
離
し
誠
実
物
毛
非
二
不
〃
離
し
誠
心
所
法
等
酉
（
新
導
、

二
一
頁
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
更
に
思
想
史
的
に
展
開
し
て
、
勝

義
と
し
て
、
「
心
所
與
レ
心
非
離
非
即
」
（
新
導
巻
七
、
九
頁
）
と

し
つ
つ
、
世
俗
と
し
て
、
「
如
何
聖
教
説
二
心
相
応
毛
他
性
相
応
、

非
二
目
性
一
」
（
同
巻
七
、
九
頁
）
、
｜
‐
応
し
説
三
離
し
心
有
二
別
自
性
毛

以
二
心
勝
一
故
、
説
二
唯
倣
等
一
」
（
同
巻
七
、
九
頁
）
な
ど
と
展
開

し
て
い
る
よ
う
に
、
『
成
唯
識
論
』
の
立
場
は
、
そ
の
造
諭
の
意

趣
の
中
に
述
書
へ
る
如
く
、
そ
れ
は
無
性
、
安
慧
の
立
場
と
は
違
っ

て
、
そ
の
学
説
の
建
て
方
の
傾
向
よ
り
し
て
、
心
心
所
を
別
の
事

休
と
し
て
設
定
す
る
心
心
所
別
休
説
を
立
場
と
す
る
傾
向
が
顕
著

と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
諸
識
の
活
動
の
す
今
へ
て
の
分
位
を
有

的
に
設
定
す
る
有
相
系
唯
識
の
唱
導
す
る
立
場
に
よ
る
も
の
と
理

解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

無
性
の
唯
心
解
釈
は
世
親
、
安
慧
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
唯
心

無
境
・
入
無
相
義
を
開
顕
せ
ん
と
す
る
傾
向
の
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
し
て
、
唯
心
の
心
に
唯
心
縁
起
と
し
て
心
所
を
も
摂
す
る
立
場

に
あ
る
。
そ
の
唯
心
と
し
て
の
心
心
所
の
建
て
方
は
、
心
心
所
が

別
の
事
体
と
し
て
有
的
に
設
定
せ
ん
と
す
る
傾
向
の
心
心
所
別
休

説
の
立
場
に
あ
る
の
で
な
く
、
唯
記
識
縁
起
と
し
て
所
取
能
取
な

る
世
間
的
な
形
相
を
も
っ
て
設
定
せ
ら
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
心
心

所
、
唯
識
縁
起
と
し
て
示
さ
れ
る
唯
一
的
な
一
つ
の
全
体
的
な
心

が
、
そ
こ
に
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

『
摂
大
乗
論
」
第
二
章
所
知
相
に
お
い
て
は
、
ま
た
、
理
趣
に

よ
る
唯
記
識
性
建
立
の
た
め
に
、
要
約
し
て
、
そ
れ
の
み
と
、
相

と
見
と
の
二
と
、
種
々
の
形
川
と
の
三
種
に
よ
る
観
察
の
仕
方
が

展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
じ
く
第
三
章
入
所
知
相
に
お
い
て

も
、
唯
記
識
性
に
悟
入
す
る
こ
と
泰
一
語
る
条
項
の
下
で
、
こ
れ
ら

三
種
の
観
察
が
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
条
項
の
下
で

無
性
は
「
種
々
の
形
相
（
の
旨
勤
爵
愚
）
に
悟
入
す
る
こ
と
」
を
註

釈
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
、

．
識
こ
そ
が
所
取
能
取
の
関
係
で
異
態
な
る
形
相
（
言
冒
‐

｜
ヨ
ー
３
国
）
と
な
っ
て
、
一
時
に
種
々
の
形
相
（
ｇ
茸
己
自
国
）
と

し
て
顕
現
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
入
る
の
で
あ
る
。
種
々

と
は
、
一
識
こ
そ
が
多
な
る
形
相
と
し
て
自
証
す
る
の
で
あ

二
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る
・
」
弓
の
置
品
患
尊
『
‐
、
）

と
註
釈
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
に

相
当
す
る
玄
英
訳
は
、
そ
の
註
釈
の
形
態
を
異
に
し
て
、

「
調
唯
一
識
所
取
能
取
差
別
故
、
於
一
一
一
時
間
｜
分
為
二
二
種
垂
又

於
二
一
識
一
似
二
三
相
一
現
。
所
取
能
取
及
自
証
分
名
為
二
三
相
や

如
し
是
三
相
一
識
義
分
非
一
非
異
。
如
ゞ
余
処
弁
壬
於
二
一
識

上
一
有
二
多
相
現
一
故
、
名
二
種
種
琶
（
大
正
三
一
、
四
一
五
ｂ
ｌ
Ｃ
）

と
訳
述
せ
ら
れ
て
い
る
。
漢
訳
に
、
所
取
能
取
自
証
分
の
三
相
の

解
釈
が
見
ら
れ
る
こ
と
よ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
す
で
に
指
摘
せ

⑩

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
無
性
は
『
集
量
論
』
に
も
と
づ
く
三
分
説

を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
中
観
宝
灯
論
』
に
お
け
る
無
相
唯
識
に
対
す
る

論
破
の
条
項
下
で
も
、
自
証
な
る
も
の
あ
り
と
す
る
伝
承
を
伝
え

⑪

て
お
り
、
ま
た
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
第
一
品
、
第
二
偶
の
下
の
、

⑫

安
慧
及
び
無
性
の
註
に
も
、
こ
の
無
性
の
言
葉
に
近
接
し
た
も
の

が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
か
っ
て
粗
述
し
た
の
で
あ
る

⑬が
、
『
摂
大
乗
論
』
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
無
性
註
に
い
う
自
証
の
用
い

方
は
、
三
分
説
と
い
う
体
系
に
も
と
づ
く
も
の
と
は
直
ち
に
理
解

せ
ら
れ
な
い
。
そ
の
立
場
よ
り
漢
訳
を
み
る
と
き
、
そ
れ
は
、
「
自

証
」
の
言
葉
が
訳
者
の
扱
う
テ
キ
ス
ト
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
よ
り
、

こ
こ
に
、
碩
学
玄
葵
の
す
ぐ
れ
た
学
識
に
よ
っ
て
三
分
説
に
よ
る

一
一
一

⑭

『
成
唯
識
論
』
巻
八
、
及
び
、
法
相
宗
に
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
安
慧
等
の
説
は
、
所
取
能
取
、
即
ち
、
相
分
見
分
が

遍
計
所
執
で
あ
る
と
し
、
護
法
等
の
説
は
、
相
分
見
分
は
縁
よ
り

生
ぜ
る
が
故
に
依
他
起
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
既
に

言
う
ま
で
も
な
く
、
安
慧
に
あ
っ
て
は
、
所
取
能
取
が
依
他
起
的

に
も
通
計
所
執
的
に
も
扱
わ
れ
て
三
性
説
の
構
造
が
展
開
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
安
慧
の
説
を
直
ち
に
そ
の
よ
う
に
看
倣
す
こ

と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
性
の

⑮

構
造
の
上
か
ら
す
で
に
綿
密
に
考
察
・
論
究
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
ら
に
よ
っ
て
教
授
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
極
め
て
大
き
い
。

と
こ
ろ
で
、
無
性
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
「
摂
大
乗
論
註
』
の
中
、

第
二
章
所
知
相
の
下
で
、
三
性
解
釈
の
結
び
の
文
と
し
て
＄
『
唯

識
三
十
頌
』
第
二
十
、
二
十
一
偶
を
内
容
と
す
る
七
音
節
四
句
の

偶
、
即
ち
、

「
分
別
に
よ
っ
て
分
別
さ
れ
る
も
の
が
遍
計
所
執
で
あ
る
。⑯

分
別
は
依
他
起
で
あ
り
、
そ
れ
の
空
性
は
円
成
実
で
あ
る
。
」

（
勺
①
宮
口
ぬ
い
『
三
〕
⑮
）

を
引
用
し
て
お
り
、
無
性
の
三
性
解
釈
を
推
究
す
る
上
に
注
意
す

二
相
の
解
釈
を
補
っ
て
訳
述
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ワ↑
ロユ



雲
へ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
所
取
能
取
、
及
び
や
相
、

見
の
概
念
と
三
性
説
と
の
関
連
に
お
い
て
、
無
性
の
述
べ
る
と
こ

ろ
を
注
意
す
る
。
さ
て
、
無
性
は
、
こ
の
偶
頌
引
用
の
直
前
に
お

い
て
、
依
他
起
を
解
釈
し
て
、
そ
れ
は
、

「
所
取
能
取
の
関
係
で
設
定
せ
ら
れ
、
色
等
な
る
有
る
に
非

ず
、
し
か
も
、
そ
れ
と
し
て
の
分
別
な
る
迷
乱
と
し
て
の
顕

現
が
顕
わ
れ
る
所
依
・
因
で
あ
る
。
」
（
Ｐ
冨
品
喝
冒
。
‐
割
の

取
意
）

と
い
い
、
更
に
、
三
性
を
警
職
に
よ
っ
て
、

「
陽
婚
に
お
い
て
自
ら
の
相
続
に
も
と
づ
い
て
、
水
と
し
て

の
所
取
能
取
の
関
係
で
設
定
す
る
邪
分
別
が
依
他
起
で
あ
り
、

水
と
し
て
の
顕
現
に
お
い
て
、
も
の
と
考
え
る
の
が
遍
計
所

執
性
で
あ
る
。
そ
れ
と
な
が
く
離
れ
て
い
る
の
が
円
成
実
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
弓
。
冨
晶
冒
言
胃
‐
“
）

と
も
述
令
へ
て
、
所
取
能
取
が
依
他
起
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ

と
同
じ
傾
向
の
も
の
と
し
て
、
無
性
は
ま
た
、
「
大
乗
荘
厳
経
論
」

第
一
品
、
第
二
偶
の
下
の
註
釈
の
中
で
「
所
取
の
分
」
、
「
能
取
の

分
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、

「
言
説
の
自
体
の
名
そ
の
も
の
の
所
依
の
体
は
依
他
起
性
で

あ
り
、
所
取
の
分
で
あ
る
。
そ
れ
〔
所
依
〕
の
体
は
、
ま
た
、

縁
起
せ
る
顕
現
の
み
で
あ
り
、
自
証
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
知
ら
れ
る
ゞ
へ
き
こ
と
の
み
（
ぐ
冒
言
）
匙
冨
目
算
国
）
と
な
る
。

し
か
る
に
、
そ
の
自
証
に
つ
い
て
聡
明
な
る
世
間
の
人
は
邪

分
別
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
知
ら
れ
る
べ
き
こ

と
の
み
と
な
る
。
…
…

分
別
と
は
縁
っ
て
起
れ
る
そ
の
同
じ
き
〔
所
取
の
分
と
な

れ
る
〕
諸
法
の
み
を
、
能
取
す
る
分
な
る
心
心
所
と
し
て
生

ず
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
可
①
固
掲
竜
宮
ｌ
鹿
騨
嘩
）

と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
下
の
安
慧
註
も
こ
の
無
性
の
註

と
き
わ
め
て
近
接
し
た
註
釈
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
所
取
能
取
が
遍
計
所
執
的
概
念
で
扱
わ
れ
て
い
る
も
の

と
し
て
、
無
性
は
『
摂
大
乗
諭
』
第
二
章
所
知
相
に
対
す
る
註
の

冒
頭
で
、「

依
他
起
相
と
は
、
所
取
能
取
と
し
て
通
計
執
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
起
る
業
と
煩
悩
と
な
る
他
な
る
も
の
に
よ
っ
て
作
ら

れ
て
い
る
（
国
冒
昌
目
①
）
か
ら
で
あ
る
。
如
何
な
る
も
の
で

あ
っ
て
も
所
知
に
し
て
、
か
く
の
如
く
表
知
せ
ら
れ
る
も
の

が
依
他
起
で
あ
る
。
遍
計
所
執
相
と
は
根
本
的
に
無
な
る
相

（
鼻
冨
冒
薗
ご
〕
召
ぷ
一
‐
こ
ハ
笛
ｇ
）
で
あ
る
。
遍
計
執
せ
ら
れ
る

所
取
能
取
と
人
法
な
る
も
の
が
遍
計
所
執
と
し
て
表
知
せ
ら

れ
る
か
ら
、
〔
遍
計
所
執
〕
相
で
あ
る
。
」
弓
の
冨
品
蹟
苫
屋
‐
唾
）

と
述
べ
、
ま
た
、
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「
顛
倒
と
は
雑
乱
（
巨
肖
曹
昌
）
で
あ
っ
て
、
所
取
能
取
と
い

う
も
の
の
形
相
と
し
て
起
っ
て
い
る
因
で
あ
る
故
に
、
遍
計

所
執
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
対
象
を
遍
計
執
す
る
か
ら
で
あ

る
。
…
…
我
法
が
無
で
あ
っ
て
、
湿
計
の
そ
れ
の
形
相
と
し

て
顕
現
し
て
い
る
か
ら
遍
計
所
執
と
い
わ
れ
る
。
」
倉
ｃ
冨
晶

』
司
司
騨
辱
ｌ
“
）

と
も
述
、
へ
て
、
所
取
能
取
が
遍
計
所
執
的
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

更
に
相
、
見
の
二
法
に
関
し
て
無
性
は
、

「
も
し
〔
唯
記
識
〕
無
境
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
十
二
処
等
の

教
説
や
、
世
間
的
な
境
と
し
て
言
説
が
随
行
し
て
い
る
こ
と

は
ど
う
し
て
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
故
に
、
相
と
見
と
を

有
す
る
二
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
。
外
境
が
無
で
あ
っ
て

も
外
な
る
境
ｅ
豊
剴
風
目
）
と
し
て
皿
現
せ
る
記
識
は
、
境

と
し
て
の
名
言
露
習
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
し

て
〔
能
取
な
る
〕
記
識
の
顕
現
は
見
と
い
う
よ
う
に
仮
説
さ

れ
る
の
で
あ
る
か
ら
矛
盾
が
な
い
。
」
（
呼
冨
侭
器
讐
一
‐
。
）

と
、
『
摂
大
乗
論
』
第
三
章
入
所
知
相
の
下
で
述
、
へ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
『
摂
大
乗
諭
』
第
二
章
所
知
相
の
下
の
註
釈
に
お
い
て

は
、

「
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
色
等
と
し
て
顕
現
す
る
と
こ
ろ
の
記

識
の
州
（
己
目
詳
冒
）
に
よ
っ
て
、
実
に
、
相
を
有
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
（
急
笛
冨
）
を
各
別
に
識
知
せ
し

め
る
も
の
（
官
員
耳
管
名
は
）
な
る
眼
識
等
と
し
て
顕
現
せ

る
見
（
８
門
段
国
騨
）
に
よ
っ
て
、
実
に
、
見
を
有
し
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
或
は
、
所
取
の
分
が
相
で
あ
り
、
能
取
の

分
が
見
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
二
で
あ
る
。
」
（
胃
置
損
い
認

ワ
ニ
ー
ヨ
）

と
い
い
、
州
、
見
の
二
法
が
依
他
起
的
な
領
域
で
解
説
せ
ら
れ
て

い
る
。
智
蔵
も
『
解
深
密
経
疏
』
の
中
で
、
『
摂
大
乗
論
』
及
び

こ
の
無
性
註
と
近
接
し
た
形
で
、
相
、
見
の
二
法
を
述
令
へ
て
、

「
そ
し
て
、
州
と
見
と
は
伽
倒
等
の
雑
染
の
所
依
処
（
笛
信
匡
①
段
‐

⑰

冨
烏
‐
唾
昔
自
四
）
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
摂
大
乗
諭
』
第
二
章
所
知
相
に
、
「
転
識
の
相

な
る
そ
れ
ら
諸
法
は
、
州
と
見
と
を
有
す
る
記
識
の
自
性
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
ま
た
所
依
の
州
と
遍
計
所
執
の
相
と
法
性
の
相
と
で
あ

る
。
し
か
る
に
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
三
性
の
相
（
巨
淘
笛
箇
）
が

説
か
れ
て
い
る
。
」
（
佐
有
木
四
本
対
照
附
、
』
）
．
討
、
舅
中
園
）
と
、

三
性
と
の
開
通
で
述
べ
て
い
る
が
、
無
性
は
そ
れ
を
解
説
し
て
、

「
相
を
有
す
る
記
識
の
自
性
は
色
の
記
識
な
ど
で
あ
る
。
見

を
有
す
る
記
識
の
自
性
は
；
眼
の
記
識
な
ど
と
眼
等
の
識
〔
の

記
識
〕
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ま
た
所
依
の
相
と
、
と
は

依
他
起
相
で
あ
る
。
そ
れ
は
〔
相
を
有
す
る
も
の
と
見
を
有
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す
る
も
の
と
の
〕
二
者
の
所
依
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
遍
計

所
執
相
と
は
、
そ
れ
ら
〔
相
を
有
す
る
も
の
と
見
を
有
す
る

も
の
と
の
〕
二
が
こ
の
〔
依
他
起
〕
に
お
い
て
審
議
せ
ら
る

べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
麗
号
骨
‐
“
）

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
相
、
見
の
概
念
が
遍
計
所
執
相
の

領
域
で
扱
わ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
く
る
と
き
、
無
性
の
い
う
相
、
見
の
概

念
も
依
他
起
と
し
て
の
相
を
有
し
、
見
を
有
す
る
も
の
が
、
単
に

依
他
起
性
と
し
て
扱
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
通
計
所
執
と
し
て

の
州
、
見
と
し
て
も
扱
わ
れ
て
い
る
と
看
倣
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
『
成
唯
識
諭
』
に
伝
え
る
護
法
説
に
お
い
て

は
、
「
相
見
二
分
」
を
依
他
起
的
な
領
域
で
展
開
せ
し
め
、
遍
計

所
執
的
世
界
の
、
よ
り
根
底
と
な
る
依
他
起
の
あ
り
方
と
し
て
、

依
他
起
的
な
「
相
兄
」
の
二
分
の
概
念
を
導
入
せ
し
め
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
無
性
に
見
ら
れ
る
傾
向
の
も
の
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
少
な
く
と
も
無
性
に
お
い
て
は
、
相
見
の
概
念
が
護
法
説
と

し
て
伝
え
ら
れ
る
思
想
史
的
に
確
立
し
た
も
の
と
は
な
っ
て
い
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
か
か
る
傾
向
の
相
違
は
覚
賢
の
『
智
心
髄

集
釈
疏
』
の
中
に
、
「
有
相
〔
家
〕
は
陳
那
等
の
所
宗
で
あ
っ
て
、

行
相
（
望
勘
国
）
が
依
他
起
で
あ
る
と
語
る
。
…
。
：
無
相
〔
家
〕
は

軌
範
師
聖
無
著
等
で
あ
る
。
彼
等
に
よ
れ
ば
形
相
（
鳥
目
”
）
は
遍

⑱

計
所
執
に
し
て
、
眼
塔
者
の
髪
の
如
し
と
説
く
・
・
・
・
・
・
・
」
云
々
と

も
紹
介
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
有
相
家
と
無
相
家
と
の
伝
承
の

相
違
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

無
性
は
『
摂
大
乘
論
』
の
第
二
章
所
知
相
の
、
そ
れ
の
み
、
二
、

及
び
種
女
に
よ
る
「
唯
記
識
性
建
立
」
の
条
項
下
に
対
す
る
註
釈

⑲

の
結
び
と
し
て
、

「
所
販
能
取
と
し
て
妄
想
分
別
す
る
こ
と
の
な
い
あ
り
方
、

聖
な
る
自
内
証
智
な
る
、
性
鈍
で
な
い
（
且
息
、
）
〔
無
分
別

初
な
る
〕
こ
の
あ
り
方
が
設
定
せ
ら
れ
る
。
」
（
思
匡
畠
喝
曾
顧
）

と
い
い
、
第
一
章
所
知
依
の
下
に
お
い
て
も
、

「
も
し
こ
れ
ら
〔
諸
法
〕
は
こ
の
ア
ー
ラ
ヤ
識
こ
そ
が
説
か

れ
る
と
こ
ろ
の
、
習
気
な
る
転
変
（
冒
戴
一
勘
目
騨
）
に
よ
っ
て

外
境
、
有
情
、
我
、
了
別
と
し
て
の
顕
現
が
起
っ
て
い
る
と

知
る
な
ら
ば
↑
そ
の
と
き
、
所
収
の
境
は
な
い
と
了
解
し
て
、

能
取
も
亦
無
い
と
道
理
に
よ
っ
て
理
解
し
、
無
分
別
智
が
得

ら
れ
る
。
」
弓
①
匡
品
瞳
含
』
‐
函
）

⑳

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
無
性
に
あ
っ
て
も
、
能
所
二
坂
、
相
見

の
二
が
遍
計
所
執
と
し
て
、
識
が
所
収
能
取
と
し
て
、
或
は
、
相

見
の
二
と
し
て
顕
現
せ
る
限
り
に
お
い
て
、
形
相
そ
の
も
の
は
自

性
と
し
て
空
で
あ
り
、
無
で
あ
る
と
悟
入
せ
ら
れ
る
無
分
別
智
開

顕
の
行
観
を
説
示
す
る
こ
と
に
、
特
に
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
傾
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向
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四

⑳

ま
た
、
「
成
唯
識
諭
』
巻
八
、
及
び
、
そ
の
学
流
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
安
慧
等
の
説
で
は
、
能
遍
計
は
八

識
及
び
諸
心
所
と
す
る
の
に
対
し
て
、
護
法
等
の
説
は
、
そ
れ
を

第
六
第
七
心
品
と
す
る
と
紹
介
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
護
法
説
の

論
拠
に
『
摂
大
乗
諭
』
に
い
う
「
意
識
能
遍
計
」
な
ど
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
『
摂
大
乗
諭
』
第
二
章
所
知
相
に
述
べ
る
、
「
意
識

⑳

が
能
通
計
令
胃
房
己
冨
）
で
あ
る
。
分
別
を
有
す
る
故
に
。
」
（
佐

為
木
四
本
対
照
附
、
冒
胃
寅
邑
‐
ご
）
と
い
う
論
文
に
対
し
て
、

無
性
は
、「

能
遍
計
が
あ
り
、
〔
所
遍
計
が
あ
る
と
き
遍
計
所
執
性
で

あ
る
〕
云
々
と
い
っ
て
、
通
計
所
執
が
審
議
せ
ら
れ
る
。
意

識
が
能
遍
計
で
あ
る
。
分
別
を
有
す
る
故
に
と
は
計
度
分
別

と
随
念
分
別
と
を
伴
う
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
卑
宣
眉

画
剖
『
ず
］
１
画
）
‐

⑳

と
語
っ
て
い
る
。
『
倶
舎
論
』
界
品
、
第
三
十
三
偶
に
お
い
て
、

五
識
身
に
は
自
性
分
別
は
あ
る
が
、
計
度
、
随
念
の
二
分
別
は
な

い
か
ら
、
「
分
別
は
な
い
」
と
い
う
説
述
が
見
ら
れ
る
と
こ
る
よ

り
、
か
か
る
伝
統
を
継
承
し
て
無
性
は
、
論
文
の
「
分
別
を
有
す

る
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
に
註
釈
し
た
も
の
と
推

測
せ
え
ら
れ
る
が
、
無
性
は
更
に
、
論
文
の
説
述
に
そ
っ
て
、

「
意
識
は
意
識
と
い
わ
れ
る
無
始
時
以
来
の
輪
廻
に
お
い
て

流
行
し
て
い
る
語
（
ご
曽
国
自
国
‐
号
ご
冒
冨
）
で
あ
る
。
．
．
：
・
・

無
辺
な
る
色
等
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
記
識
が
名
言
重
習
の

因
よ
り
起
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
し
て
顕
現
す
る
よ

う
に
起
る
あ
り
方
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
に
、

意
識
は
無
辺
な
る
行
相
の
一
切
の
分
別
に
よ
っ
て
生
ず
る
の

で
あ
る
。
」
令
の
冨
品
喝
弓
幽
‐
唾
）

と
述
べ
て
い
る
。
か
か
る
解
釈
の
仕
方
は
後
に
智
蔵
や
覚
通
の

⑳

『
解
深
密
経
疏
』
の
中
に
も
注
意
せ
ら
れ
る
。
更
に
無
性
は
『
摂

大
乗
論
』
第
二
章
の
下
に
お
い
て
、

「
一
切
の
外
境
を
把
握
す
る
と
き
、
意
識
が
増
上
す
る
か
ら

眼
等
の
記
搬
よ
り
法
の
記
識
に
至
る
ま
で
の
も
の
が
机
と
し

て
設
定
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
意
識
の
記
識
は
そ
れ
ら
一
切

を
分
別
し
、
一
切
の
記
識
の
形
相
と
し
て
生
ず
る
仕
方
を
も

つ
も
の
で
あ
る
。
」
弓
の
園
品
野
営
画
‐
鐸
の
取
意
）

「
意
識
の
記
識
が
所
依
を
有
す
る
と
は
、
無
間
の
過
去
の
意

⑳

と
染
汚
と
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
は
生
起
と
雑
染

と
の
所
依
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
厚
固
品
目
習
冒
‐
唾
）

庁rー
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「
意
識
な
る
無
量
の
行
相
を
有
す
る
と
は
聯
種
々
無
辺
な
る

我
法
が
境
（
風
麓
冨
↑
）
と
し
て
顕
現
せ
る
意
識
と
い
う
通
計

の
こ
と
で
あ
る
。
」
（
胃
置
』
握
冒
冒
写
‐
辱
）

な
ど
と
述
需
へ
て
い
る
よ
う
に
、
無
性
の
能
遍
計
に
対
す
る
理
解
は
、

『
成
唯
識
論
』
巻
八
に
伝
え
ら
れ
る
、
八
識
の
中
、
第
六
、
第
七

識
を
能
遍
計
に
配
当
せ
し
め
る
仕
方
に
あ
る
の
で
な
く
、
意
識
の

上
に
八
識
及
び
諸
心
所
を
集
約
せ
し
め
て
、
能
遍
計
、
所
遍
計
に

よ
る
遍
計
所
執
的
世
界
を
語
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

無
性
は
三
性
へ
の
悟
入
・
唯
記
識
性
へ
の
悟
入
の
た
め
に
、
「
繩

齢
）

蛇
分
」
の
譽
職
に
よ
る
偶
頌
を
『
摂
大
乗
論
』
第
三
章
入
所
知
相

の
下
の
註
釈
の
中
で
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
偶
頌
は
ま
た
、
漢
訳

諸
本
に
よ
る
と
陳
那
造
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
解
捲
論
』

（
真
諦
訳
、
義
浄
訳
で
は
「
掌
中
論
』
）
の
第
一
偶
と
し
て
も
掲
げ
ら

⑳

れ
て
お
り
、
従
っ
て
無
性
が
そ
の
害
の
初
偶
を
引
用
し
て
い
る
こ⑬

と
よ
り
、
従
来
、
陳
那
よ
り
無
性
へ
の
系
譜
が
考
え
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
の
中
観
部
の
中
に
も
、
そ
の
害

に
相
当
す
る
頌
と
頌
釈
、
各
々
二
本
収
蔵
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ

ら
は
ア
ー
ル
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
＄
い

五

ず
れ
の
造
者
と
も
決
め
難
い
・
従
っ
て
無
性
が
引
用
し
て
い
る
、

⑳

繩
を
蛇
と
し
て
知
る
こ
と
よ
り
、
〔
そ
こ
で
〕
繩
で
あ
る
と

見
る
と
き
、
〔
蛇
の
〕
境
は
な
い
。

し
か
も
、
そ
れ
〔
繩
〕
の
分
を
見
る
と
き
、
そ
こ
に
お
い
て

知
は
蛇
の
如
く
迷
乱
で
あ
る
。
弓
①
宮
』
掻
培
旨
跨
‐
轡
《
大
正
三

一
、
四
一
五
頁
Ｃ
参
照
）

と
い
う
、
こ
の
偶
頌
は
、
『
解
捲
論
』
『
掌
中
論
』
な
ど
の
漢
訳
や
、

チ
、
、
ヘ
ッ
ト
訳
諸
本
に
見
ら
れ
る
も
の
と
同
一
の
偶
頌
で
は
あ
る
が
、

か
り
に
陳
那
造
の
も
の
と
し
て
も
、
偶
頌
の
内
容
か
ら
彼
特
有
の

思
想
は
窺
わ
れ
な
く
、
ま
た
、
安
慧
に
お
い
て
も
陳
那
の
文
が
引

用
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
陳
那
よ
り
無
性
へ
の
系
譜
を

決
定
づ
け
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
て
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
摂
大
乗
論
』
第
一
章
所
知
依
に
お
け
る
ア
ー
ラ
ャ
識

異
川
の
説
述
の
下
で
、
無
性
は
有
分
識
を
解
説
し
て
、

「
ま
た
分
別
説
部
の
経
中
に
も
次
の
如
く
出
て
い
る
。
見
等

の
六
は
眼
等
の
識
よ
り
意
等
に
至
る
ま
で
所
応
の
如
く
相
応

す
る
。
お
よ
そ
↑
ア
ー
ラ
ャ
識
に
お
い
て
、
仮
は
識
の
七
分

を
有
す
る
布
列
が
見
ら
れ
る
か
ら
、
も
の
を
把
握
す
る
に
至

る
と
い
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
『
正
理
一
滴
』
（
刃
揖
ぃ
言
↑

⑳

書
菌
印
冒
』
ｚ
首
百
三
二
合
兎
）
の
中
で
見
ら
れ
る
、
へ
き
で
あ

丞
句
Ｃ
」
（
勺
①
戸
』
ロ
ぬ
い
吟
画
す
“
１
画
』
・
亀
）

句′、
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⑪

と
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
書
名
は
法
称
造
の
も
の
に
類

似
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
推
定
せ
ら
れ
て
い
る
法
称
の
在
世
年

代
の
点
か
ら
見
て
も
法
称
造
の
も
の
、
或
は
、
そ
れ
の
註
釈
害
な

ど
を
指
示
し
て
い
る
と
は
な
し
難
い
。

以
上
の
諸
点
よ
り
、
無
性
を
、
陳
那
を
は
じ
め
と
す
る
有
相
唯

識
派
に
属
す
る
人
と
す
る
従
来
の
理
解
は
、
そ
の
論
拠
に
お
い
て
、

疑
問
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
無
性
の
註

釈
の
中
に
は
「
量
を
有
す
る
」
、
「
量
の
境
界
と
な
る
」
、
「
類
似
し

た
も
の
で
は
な
い
」
（
玄
奨
訳
「
非
同
職
」
）
、
「
有
法
不
成
」
な
ど
因

明
に
関
す
る
言
葉
を
も
用
い
て
い
る
が
、
か
え
っ
て
彼
は
安
慧
な

ど
の
学
流
、
或
は
、
．
切
法
は
所
作
な
き
故
に
、
所
作
も
作
者

⑫

も
共
に
あ
り
得
な
い
。
」
弓
の
冨
品
喝
津
）
吟
）
な
ど
と
表
明
し
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
中
観
派
に
接
近
し
た
無
相
系
唯
識
の
学
流
の

人
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

略
号弓

２
門
旨
い
亜

佐
を
木
四
本
対
照
・

佐
盈
木
四
本
対
照
附

〔
〕
内
．

一
〈

北
京
版
チ
、
ヘ
ッ
ト
大
蔵
経

佐
々
木
月
樵
『
漢
訳
四
本
対
照
摂
大
乗
論
』

右
同
書
所
収
西
蔵
訳
摂
大
乗
論

本
文
そ
の
他
に
よ
っ
て
補
う
言
葉

●
王

一
高①

↑
富
罵
↑
ｇ
習
四
は
漢
訳
と
チ
等
ヘ
ッ
ト
訳
と
に
よ
っ
て
推
定
せ
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の
在
世
年
代
は
こ
れ
ま
で
、
四

五
○
’
五
三
○
年
、
或
は
、
五
世
紀
の
後
半
よ
り
六
世
紀
前
半
こ
ろ

と
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
最
近
、
服
部
正
明
先
生
は
「
佛
教
の
思
想
」

４
（
五
二
貝
、
角
川
書
店
）
で
、
五
○
○
’
五
六
○
年
こ
ろ
と
記
し

て
お
ら
れ
る
。
私
は
六
世
紀
の
中
頃
か
ら
七
世
紀
の
前
半
に
か
け
て

在
世
し
た
人
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。

な
お
、
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
の
イ
ン
ド
佛
教
史
に
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
の

調
伏
天
、
智
蔵
な
ど
と
共
に
、
無
性
の
名
を
挙
げ
、
彼
は
イ
ン
ド
東

方
の
地
に
来
て
、
唯
記
識
中
道
説
を
弘
宣
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

少
．
腎
冨
の
旨
①
Ｈ
校
訂
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
文
、
一
五
二
頁
参
照
。
そ
こ
に
記

さ
れ
て
い
る
時
代
は
法
称
滅
後
の
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
イ
ン
ド
佛

教
史
に
伝
え
る
無
性
と
「
摂
大
乗
論
」
を
註
釈
し
た
無
性
と
が
同
一

人
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
正
確
な
彼
の
在
世
年
時
を
伝
え

て
い
る
と
は
い
え
な
い
。

②
『
摂
大
乗
論
』
第
二
章
所
知
相
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
ゞ
へ
て
い

る
も
の
を
い
ニ
フ
。

「
真
実
智
に
よ
っ
て
未
だ
目
醒
め
て
い
な
い
と
き
、
如
何
に
し
て

唯
記
識
性
つ
、
言
Ｐ
宮
５
弾
国
副
）
で
あ
る
と
推
知
せ
ら
れ
る
か
と

言
え
ば
、
聖
教
と
理
趣
と
に
よ
っ
て
思
知
せ
ら
れ
る
（
画
ロ
ロ
ョ
ロ
国
‐

言
）
。
し
か
る
に
、
聖
教
は
十
地
〔
経
〕
の
中
で
、
世
尊
が
「
こ

の
三
界
は
唯
心
な
り
』
と
説
い
て
い
る
。
」
（
佐
々
木
四
本
対
照
附
、

弓
．
吟
式
冨
．
胃
］
ｌ
］
函
）

無
性
の
唯
心
解
釈
と
し
て
は
、
『
摂
大
乗
論
』
の
こ
の
本
文
に
対

す
る
註
釈
と
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
求
法
品
、
第
三
十
四
、
三
十
五

ワワ
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偶
の
「
求
唯
記
識
性
」
の
条
項
に
対
す
る
註
釈
と
が
特
に
注
意
せ
ら

れ
る
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
周
知
の
通
り
世
親
の
『
唯
識
二
十
論
』

に
お
い
て
も
こ
の
経
文
が
聖
教
と
な
っ
て
、
唯
識
説
が
展
開
し
て
い

る
。
梵
文
テ
キ
ス
ト
の
他
、
山
口
、
野
沢
『
世
親
唯
識
の
原
典
解

明
』
、
安
井
広
済
「
唯
識
二
十
論
講
義
』
九
’
一
二
頁
な
ど
参
照
。

③
安
慧
は
『
大
乗
荘
厳
経
諭
』
の
註
釈
に
お
い
て
「
あ
る
唯
心
論
者
」

と
い
っ
て
、
同
じ
解
釈
が
見
ら
れ
る
〕
そ
れ
ら
の
註
釈
に
つ
い
て
は

後
に
注
意
す
る
。

④
前
註
に
見
ら
れ
る
安
慧
の
註
釈
の
中
の
言
葉
に
よ
る
．

⑤
デ
ル
ゲ
版
に
は
「
心
と
」
の
語
が
な
い
が
、
北
京
版
に
よ
る
。

⑥
山
口
益
「
佛
教
に
於
け
る
無
と
有
と
の
対
論
』
に
お
い
て
、
こ
の

安
慧
註
の
言
葉
を
『
成
唯
識
論
』
や
『
枢
要
』
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に

注
意
し
つ
つ
論
究
せ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
、
三
六
七
’
三
六
九
頁
参

”
舛
帆
ｕ

Ⅱ
Ⅱ
ハ

⑦
こ
の
言
葉
は
『
唯
識
二
十
論
』
の
冒
頭
に
も
見
ら
れ
る
。
切
願
且
《

⑳
〆
岸
◆
も
．
輿
室
．
画
Ｉ
印

③
冒
ｑ
身
⑳
（
異
門
）
は
両
両
岳
の
鼻
○
国
の
梵
英
辞
典
に
よ
る
と
、

ｅ
名
○
ｍ
旨
○
口
ざ
崗
号
目
的
曽
昌
陣
旨
侭
と
も
い
う
。
こ
こ
に
お
け
る

胃
ご
畠
①
冒
四
は
こ
の
解
説
に
よ
っ
て
理
解
し
た
〕

⑨
長
尾
雅
人
「
成
唯
識
論
に
於
け
る
造
論
意
趣
に
就
い
て
」
（
一
Ｌ
東
方

学
報
」
京
都
第
九
冊
所
収
）
を
参
照
．

⑩
宇
井
伯
寿
『
摂
大
乗
論
研
究
』
、
五
二
七
頁
参
照
。
最
近
、
袴
谷

憲
昭
「
玄
英
訳
摂
大
乗
論
に
つ
い
て
」
（
『
印
度
学
佛
教
学
研
究
』

第
十
八
巻
第
一
号
所
収
、
一
四
一
頁
参
照
）
に
お
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト

訳
と
の
比
較
に
お
い
て
こ
の
相
違
に
も
言
及
し
て
い
る
．
氏
は
無
性

が
陳
那
の
三
分
説
を
継
承
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
い
う
見
解

を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

⑪
「
山
口
益
仏
教
学
文
集
」
上
、
二
九
八
’
三
○
○
頁
参
照
。

⑬
そ
れ
の
安
慧
註
は
即
匡
損
己
鬼
‐
“
、
無
性
註
は
呼
置
混
合
宮

‐
鹿
淨
噌
を
参
照
す
る
。
無
性
註
の
そ
れ
は
次
節
で
引
用
。

⑬
拙
稿
「
無
性
の
唯
記
識
（
そ
れ
の
み
、
二
、
種
々
）
解
釈
」
（
一
印

度
学
佛
教
学
研
究
』
第
二
十
二
巻
所
収
予
定
）
に
お
い
て
、
本
節
に

扱
う
条
項
に
つ
い
て
粗
述
し
た
。

⑭
『
成
唯
識
論
」
巻
八
に
、

「
迦
計
所
執
其
相
云
仙
。
與
二
依
他
起
一
復
有
二
何
別
↓
有
義
、
三

界
心
及
心
所
、
由
二
無
始
来
虚
妄
顯
習
『
雌
一
一
各
体
言
而
似
レ
ニ
生
・

謂
見
相
分
。
即
能
所
取
。
如
し
是
二
分
情
有
、
理
無
。
此
相
説
為
一
一

通
計
所
執
ご
一
所
依
体
実
託
し
縁
生
．
此
性
非
し
無
名
二
依
他
起
壬

虚
妄
分
別
縁
所
し
生
故
〕
云
何
知
し
然
〕
諸
聖
教
、
説
三
虚
妄
分
別

是
依
他
起
。
二
取
名
為
二
通
計
所
執
釦
有
義
、
一
切
心
及
心
所
、

由
二
璽
習
力
一
所
し
変
二
分
、
従
し
縁
生
故
亦
依
他
起
。
遍
計
依
レ
斯

妄
執
二
定
実
有
無
、
一
異
、
倶
不
倶
等
聿
此
二
方
名
一
一
遍
計
所
執
至

諸
聖
教
、
説
二
唯
量
唯
二
種
種
↓
皆
名
一
一
依
他
起
一
故
・
又
相
等
四

法
十
一
識
等
、
論
持
説
為
一
一
依
他
起
摂
一
故
。
…
：
、

山
二
斯
理
趣
↓
衆
縁
所
し
生
心
心
所
体
及
相
見
分
、
有
漏
無
漁
皆
依

他
起
。
依
一
一
他
衆
縁
一
而
得
レ
起
故
・
」
（
新
導
、
巻
八
、
三
○
’
三

一
頁
参
照
）

と
見
ら
れ
る
．

⑮
山
口
益
訳
註
「
中
辺
分
別
論
釈
疏
』
一
八
○
’
一
八
一
頁
、
山
口

・
野
沢
『
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
』
一
六
三
’
一
六
五
頁
な
ど
参
照
。

最
近
、
そ
の
点
を
更
に
推
究
セ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
長
尾
雅
人

「
唯
識
義
の
基
礎
と
し
て
の
三
性
説
」
（
一
躍
鈴
木
学
術
財
団
研
究
年
報
』
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４
所
収
、
一
九
六
七
）
、
第
Ⅱ
、
Ⅲ
節
参
照
。
ま
た
、
所
取
能
取
の

概
念
が
雑
染
や
迷
い
の
世
界
に
だ
け
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
な
い
こ

と
も
、
上
記
、
長
尾
教
授
の
論
文
（
同
誌
、
一
五
頁
）
は
言
及
し
て

お
ら
れ
る
．
『
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
」
、
三
七
○
頁
な
ど
参
照
。

⑯
こ
の
偶
頌
は
、
玄
英
訳
に
は
伝
え
ら
れ
ず
、
漢
訳
は
チ
ベ
ッ
ト
訳

と
違
っ
た
形
で
訳
述
せ
ら
れ
て
い
る
．
大
正
三
一
、
三
九
九
頁
ｂ
ｌ

ｃ
参
照
。

⑰
こ
の
言
葉
は
「
解
深
密
経
』
聖
者
慈
氏
章
第
八
の
下
で
述
べ
る
智

蔵
の
註
釈
で
あ
る
が
、
彼
は
次
の
よ
う
に
、
相
、
見
を
述
雫
へ
て
い
る
．

「
夢
等
の
心
の
住
は
唯
記
識
性
た
り
う
る
も
、
眼
識
等
の
諸
記
識

や
眼
等
の
有
色
の
諸
記
識
は
如
何
に
し
て
唯
記
識
た
り
う
る
か
．

曰
く
、
有
相
見
（
笛
‐
ロ
目
拝
目
‐
日
名
）
た
る
一
切
の
記
識
は
境
無

（
鯉
口
閏
昏
四
）
な
る
に
、
し
か
も
二
性
と
し
て
顕
現
す
る
。
す
な
わ

ち
、
眼
の
記
識
等
は
色
等
の
相
と
そ
れ
の
識
な
る
見
乃
至
身
識
な

る
見
と
〔
の
二
〕
と
し
て
。
意
の
記
識
は
、
眼
を
始
め
と
し
法
を

終
り
と
す
る
一
切
記
識
の
相
を
有
す
る
も
の
（
印
四
目
目
＃
四
）
と
意

融
の
記
識
と
し
て
の
見
を
有
す
る
も
の
（
の
國
島
箸
）
と
〔
の
二
と

し
て
〕
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相
と
見
は
顛
倒
等
の
雑
染
の
所
依
処

で
あ
る
。
も
し
し
か
ら
ず
と
す
れ
ば
、
境
も
な
く
境
と
し
て
の
顛

倒
も
な
か
る
べ
く
、
そ
れ
〔
境
と
し
て
の
顛
倒
〕
が
な
け
れ
ば
、

煩
悩
障
所
知
障
な
る
雑
染
も
亦
な
か
る
↓
へ
く
、
そ
れ
〔
雑
染
〕
が

な
け
れ
ば
清
浄
も
亦
無
と
い
う
過
失
と
な
る
ゞ
へ
し
。
」
（
野
沢
静
証

「
大
乗
佛
教
琉
伽
行
の
研
究
一
、
三
八
三
’
三
八
四
頁
参
照
）

な
お
、
智
蔵
に
つ
い
て
は
長
沢
実
導
「
大
乗
佛
教
琉
伽
行
思
想
の

発
展
形
態
』
参
照
。
彼
の
推
定
年
代
は
同
書
に
よ
る
と
七
○
○
’
七

六
○
。

⑧
山
口
益
『
中
観
佛
教
論
孜
」
、
三
○
八
’
三
二
頁
参
照
。
な
お
、

こ
の
「
形
相
」
と
い
う
語
に
関
連
し
て
「
摂
大
乗
論
」
に
、

「
あ
る
形
相
を
も
っ
て
依
他
起
性
が
湿
計
執
せ
ら
れ
て
い
る
と
き

の
、
そ
の
〔
形
柑
〕
は
そ
れ
〔
依
他
起
〕
に
お
け
る
通
計
所
執
性

で
あ
る
。
」
（
佐
を
木
四
本
対
照
附
、
や
認
》
翼
．
や
巴

と
も
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
無
性
註
も
（
弓
①
冨
晶
目
ご
今
）
、

論
文
に
そ
っ
て
形
相
は
遍
計
所
執
の
領
域
で
述
べ
て
い
る
。

⑲
こ
れ
は
「
摂
大
乗
諭
」
の
こ
の
条
項
の
終
り
に
引
用
し
て
い
る
、

「
そ
れ
の
み
と
、
二
と
、
種
食
性
と
を
聡
伽
行
者
は
了
解
し
よ
う

と
す
る
。
実
に
唯
心
に
悟
入
し
て
、
そ
れ
〔
外
境
〕
を
離
す
る
と

き
、
そ
れ
〔
心
〕
よ
り
も
亦
〔
離
れ
る
〕
・
」
（
佐
左
木
四
本
対
照

附
、
や
ｇ
，
富
．
Ｐ
Ｓ
）

と
い
う
偶
を
註
釈
し
た
後
に
語
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

⑳
こ
の
入
無
相
義
の
行
観
は
前
註
⑲
に
見
ら
れ
る
偶
に
対
す
る
無
性

註
、
或
は
、
既
に
注
意
し
た
よ
う
に
『
摂
大
乗
論
」
第
二
章
の
「
十

地
経
』
の
唯
心
解
釈
の
下
で
も
見
ら
れ
た
。

④
「
成
唯
識
論
」
巻
八
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
初
能
遍
計
自
性
云
何
。

有
義
、
八
識
及
諸
心
所
有
漏
摂
者
皆
能
遍
計
。
虚
妄
分
別
為
二
目

性
一
故
。
皆
似
二
所
取
能
取
一
現
故
。
説
示
阿
頼
耶
以
二
通
計
所
執
自

性
妄
執
種
『
為
恥
所
縁
上
故
。

有
義
、
第
六
第
七
心
品
執
一
一
我
法
一
者
、
是
能
遍
計
。
唯
説
一
一
意
識

能
遍
計
一
故
。
意
及
意
識
名
一
一
意
識
一
故
。
計
度
分
別
能
遍
計
故
。

…
…
」
（
新
導
巻
八
、
二
八
’
二
九
頁
）

、
更
に
論
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
そ
れ
ら
は
自
ら
の
名

言
顯
習
の
種
子
よ
り
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
一
切
の
記
識
の
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名
言
垂
習
よ
り
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
〔
意
識
は
〕
無
辺

な
る
行
相
の
あ
る
諸
分
別
を
も
っ
て
起
る
。
す
零
へ
て
に
お
い
て
の
方

法
で
も
っ
て
構
成
し
、
遍
計
す
る
の
が
能
遍
計
で
あ
る
。
」
（
佐
を
木

四
本
対
照
附
、
や
弓
蔦
．
旨
も
．
品
蔦
．
二

⑳
冠
導
巻
二
、
五
ｂ
’
六
ａ
、
勺
．
犀
昌
冨
ロ
“
少
喜
己
冨
岡
目
四
－

ざ
の
園
ｇ
綴
冨
》
や
闇
．
勇
展
ｌ
閉
ゞ
桜
部
建
「
倶
舎
論
の
研
究
』
、

一
九
九
’
二
○
○
頁
参
照
。

②
『
解
深
密
経
」
第
八
章
の
中
の
「
種
々
な
る
所
縁
の
行
相
を
了
知

す
る
心
の
生
は
謂
く
分
別
意
識
、
す
な
わ
ち
、
色
等
の
境
を
倶
時
に

能
取
し
、
外
内
の
境
を
倶
時
に
能
取
し
．
・
・
・
．
．
」
云
灸
の
経
文
に
対
し

て
、
智
蔵
は
、

「
種
を
な
る
所
縁
の
行
相
を
了
知
す
る
云
盈
と
い
う
な
か
、
色
等

の
境
を
倶
時
に
能
取
す
る
枚
に
、
極
々
な
る
所
縁
の
行
相
を
了
知

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
計
度
し
、
随
念
し
得
る
故
に
分
別
で
あ

る
。
諸
記
識
を
知
ら
し
む
る
こ
と
を
自
体
と
す
る
故
に
意
識
で
あ

る
．
…
：
．
一
切
の
転
識
は
意
識
の
境
で
あ
る
か
ら
、
意
識
は
種
灸

の
行
相
が
あ
っ
て
、
有
分
別
で
あ
る
。
」
（
野
沢
『
大
乗
佛
教
琉
伽

行
の
研
究
Ｌ
、
三
八
○
頁
、
経
文
は
同
書
、
三
七
三
頁
参
照
）

同
様
に
覚
通
も
、

「
種
煮
な
る
所
縁
の
行
相
を
了
別
す
る
と
い
う
の
は
、
色
等
の
境

を
倶
時
に
能
取
す
る
か
ら
で
あ
る
。
分
別
と
は
計
度
、
随
念
し
得

る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
と
い
う
な
か
、
意
と
は
知
ら
し
む
る
も
の

（
且
副
冒
冒
）
で
あ
る
。
諸
転
諸
を
〔
知
ら
し
む
る
も
の
〕
で
あ
る
。

そ
れ
ら
〔
諸
転
識
〕
を
了
別
せ
し
む
る
も
の
、
記
識
せ
し
む
る
も

の
（
島
副
胃
房
騨
）
で
あ
る
か
ら
意
識
で
あ
る
。
知
ら
し
む
る
識
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
」
（
右
同
書
、
四
○
八
’
四
○
九
頁
参
照
）

と
述
雫
へ
て
い
る
。

⑳
『
摂
大
乗
論
」
第
一
章
所
知
依
の
始
め
に
お
い
て
は
心
意
識
を
述

、
へ
て
そ
の
意
に
二
種
の
義
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
二
種
の
義
が

こ
こ
に
適
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
意
の
二
種
義
に
つ
い
て
は

拙
稿
‐
「
摂
大
乗
論
に
お
け
る
心
意
識
」
（
『
印
度
学
佛
教
学
研
究
」
第

十
三
巻
第
一
号
所
収
、
同
誌
、
二
三
二
’
二
三
四
頁
参
照
）
に
粗
述

し
た
。

⑳
こ
の
雌
職
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
長
尾
雅
人
「
三
性
説
と
そ
の
騨

嶮
」
今
東
方
学
報
』
京
都
第
十
一
冊
、
第
四
分
所
収
、
五
六
頁
以
下

参
照
）
を
参
見
さ
れ
た
い
。

⑳
宇
井
「
陳
那
著
作
の
研
究
』
、
長
沢
実
導
「
漢
訳
二
本
対
照
チ
ベ

ッ
ト
訳
手
量
論
註
和
訳
」
（
『
智
山
学
報
』
第
四
輯
所
収
、
昭
和
三
○

年
）
、
甸
．
君
．
目
ぽ
○
日
四
の
秒
昌
国
．
ｇ
》
目
冨
国
璽
且
門
引
①
騨
武
の
の
．

炉
司
○
時
且
臂
剣
且
①
ぐ
塾
》
］
嗣
陸
の
．
ご
昂
》
弓
国
司
ふ
ぢ
参
照
。

⑳
宇
井
『
摂
大
乗
論
研
究
』
、
五
三
○
頁
。

⑳
チ
寺
ヘ
ッ
ト
訳
に
伝
え
る
ア
ー
ル
ヤ
デ
ー
ヴ
ァ
造
の
も
の
に
は
、

目
〕
樹
冒
冒
昌
の
耳
巳
吻
罫
冒
巨
凰
員
…
（
無
性
註
、
目
冒
娠
冒

勿
宮
‐
昌
号
貯
め
冒
医
呉
・
：
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
は
若
干

の
相
違
が
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑳
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
も
法
称
造
『
正
理
一
滴
と
名
づ
く
る
論
」
と

い
う
書
を
伝
え
る
が
、
そ
の
書
名
の
チ
ベ
ヅ
ト
訳
は
團
鴨
冨
営

色
〕
億
⑰
弓
色
豐
の
錘
ヲ
剥
酉
百
一
三
吋
蛍
ウ
ご
グ
ー
の
公
男
畠
（
雷
》
剥
圏
１
ｍ
‐
三
．
９
戸
‐

耳
鼻
⑳
国
冒
）
で
あ
っ
て
、
無
性
註
に
示
す
も
の
と
類
似
し
て
い
る
。

し
か
し
、
法
称
造
の
も
の
や
そ
れ
に
関
す
る
害
を
本
学
助
教
授
長
崎

法
澗
、
京
都
産
業
大
学
助
教
授
一
郷
正
道
両
学
兄
の
協
力
を
え
て
、

調
査
し
た
が
、
手
懸
り
と
な
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
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或
は
、
分
別
説
部
に
伝
承
す
る
書
名
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
明
確

に
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
両
学
兄
に
謝
す
。

⑨
漢
訳
は
チ
ミ
ヘ
ッ
ト
訳
と
違
い
、
書
名
を
挙
げ
ず
に
九
心
輪
説
に
よ

っ
て
訳
述
せ
ら
れ
て
い
る
。

②
こ
の
言
葉
は
『
摂
大
乗
論
註
』
に
見
ら
れ
る
。
な
お
、
長
沢
実
導

『
大
乗
佛
教
職
伽
行
思
想
の
発
展
形
態
』
に
お
い
て
も
（
二
四
六
頁
）
、

こ
の
言
葉
に
注
意
し
て
、
無
性
は
中
観
琉
伽
行
派
の
人
と
さ
え
言
え

よ
』
つ
と
杢
辿
ぺ
て
い
る
０
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