
多
く
の
経
疏
を
著
わ
し
無
所
得
中
道
を
標
桟
し
て
、
三
論
宗
の

祖
と
さ
れ
る
吉
蔵
が
、
そ
の
思
想
基
盤
を
中
論
に
お
い
て
い
る
こ

と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
吉
蔵
が
著
わ
し
た
中
観
論
疏
十

巻
の
始
め
因
縁
品
を
釈
す
う
ち
で
は
、
そ
の
大
半
を
八
不
の
義
を

解
説
す
る
こ
と
に
費
し
、
ま
た
別
に
大
乗
玄
論
巻
二
に
は
八
不
義

が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
吉
蔵
の
思

想
が
論
じ
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
大
乗
玄
論
の
八
不
義
が
そ
の

撰
者
に
疑
義
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
吉
蔵
の
思
想
の

特
色
は
二
義
諦
に
顕
著
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
八
不
義
に

つ
い
て
は
従
来
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
幸
い
慧

均
の
八
不
義
を
見
る
機
会
を
得
て
そ
れ
を
比
較
対
照
し
、
い
さ
さ

大
乗

玄
論
の
八
不
義

Ｉ
慧
均
撰
八
不
義
に
つ
い
て
②
Ｉ

か
の
考
察
を
加
え
て
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
「
慧
均
撰
四
論
玄

義
八
不
義
に
つ
い
て
」
伽
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
廻
号
・
一
九
七
○
年
）
そ
の

折
に
言
及
し
得
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
補
足
し
、
こ
こ
に
一
応
の

整
理
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

①

吉
蔵
が
中
観
諭
疏
に
示
し
た
次
の
文
は
、
そ
の
八
不
に
対
す
る

考
え
方
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
衆
聖
託
二
慧
而
生
。
二
慧
由
二
諦
而
発
。
二
諦
因
八
不
而
正
。

即
知
、
八
不
為
衆
教
之
宗
帰
群
聖
之
原
本
。

若
以
二
慧
名
為
佛
、
二
慧
由
二
諦
生
、
即
以
二
諦
為
父
母
。
若

言
二
慧
生
佛
、
故
以
二
慧
為
父
母
。
二
慧
復
由
二
諦
而
生
、
即

二
諦
為
祖
父
母
。
二
諦
復
由
八
不
而
正
、
即
八
不
為
祖
中
之
祖
。

す
な
わ
ち
二
諦
と
二
慧
と
は
相
互
に
関
わ
り
あ
っ
て
成
立
っ
の

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
八
不
は
常
に
三
諦
を
正
す
そ
の
本
質
的
な
も

三

桐

慈
海
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の
と
し
て
の
祖
父
の
祖
の
役
割
を
果
す
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
吉
蔵
が
説
く
無
所
得
は
八
不
を
基
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
「
八
不
に
由
っ
て
正
す
」
こ
と
は
「
二
諦
が
二
辺
を
遠
離
す

る
を
名
づ
け
て
中
道
と
な
す
」
よ
う
に
、
二
辺
の
固
執
を
遠
離
す

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
中
道
佛
性
の
不
生
不
滅
不
常
不
断
、

即
ち
こ
れ
八
不
な
り
」
と
い
う
中
道
佛
性
な
の
で
あ
る
。
ま
た

「
八
不
の
無
生
は
け
だ
し
こ
れ
因
縁
生
の
無
生
な
り
。
生
を
壊
せ

ず
し
て
無
生
を
説
く
」
と
も
述
べ
、
中
道
佛
性
の
宛
然
と
し
て
有

で
あ
り
無
で
あ
る
無
執
著
の
世
界
を
、
因
縁
生
の
無
生
と
し
て
あ

ら
わ
す
。
し
か
し
も
し
因
縁
生
と
い
う
こ
と
が
少
し
で
も
概
念
化

さ
れ
固
執
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
即
座
に
寂
滅
性
と
し
て
否
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
吉
蔵
が
多
く
の
注
疏
を
著
わ
し
て
い

く
う
え
で
常
に
留
意
し
た
の
は
、
こ
の
無
執
著
の
世
界
で
あ
る
因

縁
生
無
生
に
入
る
こ
と
を
、
い
か
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
真
諦
に
八
不
を
具
す
る
こ
と
を
明

②

か
す
項
に
お
い
て
は
、
世
諦
は
性
実
を
破
し
真
諦
は
仮
を
示
す
と

い
う
従
来
の
説
に
対
し
て
、
そ
れ
は
仮
生
に
執
著
す
る
病
を
破
す

る
た
め
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
「
正
意
は
即
ち
然
ら
ず
。

世
諦
は
実
の
生
滅
を
破
し
て
不
生
不
滅
を
明
か
し
＄
真
諦
は
仮
生

の
宛
然
と
し
て
即
ち
こ
れ
無
生
な
る
を
明
か
す
。
故
に
破
せ
ざ
る

な
り
」
と
、
た
だ
二
諦
に
よ
る
双
否
の
繰
返
し
の
み
を
目
的
と
し

て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

巻
第
二
末
の
浅
深
門
第
五
に
は
初
章
中
仮
義
が
引
か
れ
て
い
る
。

こ
の
な
か
で
吉
蔵
は
「
中
仮
師
は
仮
を
聞
い
て
仮
の
解
を
な
す
、

ま
た
す
寺
へ
か
ら
く
こ
の
仮
を
破
す
今
へ
し
。
師
云
く
、
中
仮
師
の
罪

重
し
、
永
く
佛
を
見
ず
」
と
中
仮
師
を
批
難
し
、
「
今
、
三
論
を

聴
い
て
ま
た
解
を
な
し
以
て
心
を
安
ず
。
既
に
同
じ
く
心
を
安
ず

れ
ば
、
即
ち
倶
に
こ
れ
有
所
得
な
り
」
と
、
そ
の
有
所
得
を
否
定

③

す
る
け
れ
ど
も
、
中
仮
義
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
「
初
章
こ
れ

執
を
動
か
し
て
疑
を
生
じ
」
「
中
仮
は
即
ち
性
執
を
破
し
て
疑
を

釈
す
る
」
も
の
と
し
て
、
「
性
病
も
し
去
れ
ば
、
こ
の
語
も
ま
た

留
ま
ら
ず
」
と
す
る
限
り
、
初
学
の
者
に
は
必
要
な
章
門
で
あ
る

④

と
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
に
重
ね
て
四
重
二
諦
と
四
重
の
八

不
を
説
明
し
、
「
四
に
は
、
こ
の
三
種
み
な
こ
れ
名
言
に
し
て
並

び
に
悉
く
こ
れ
生
な
り
。
言
妄
（
忘
力
）
じ
慮
息
ん
で
、
方
に
こ

れ
無
生
な
り
。
故
に
八
不
の
言
そ
の
旨
深
遠
な
り
」
と
、
い
か
に

四
重
に
重
ね
て
も
結
局
は
無
生
に
入
る
。
へ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

る
。
そ
し
て
続
い
て
「
即
ち
末
学
の
者
は
二
諦
は
こ
れ
教
な
り
と

遂
守
し
て
、
還
た
こ
れ
語
を
投
じ
て
解
を
な
す
。
由
来
は
二
諦
こ

れ
理
な
り
と
し
て
理
見
を
な
し
、
今
は
三
諦
を
教
と
な
し
て
ま
た

教
見
を
成
ず
。
も
し
意
を
得
れ
ば
境
の
教
と
み
な
妨
ぐ
る
な
し
。

真
俗
は
理
に
通
ず
る
を
以
て
の
故
に
名
づ
け
て
教
と
な
す
」
と
、
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時
に
適
っ
て
理
と
教
の
用
い
ら
れ
る
や
へ
き
こ
と
を
説
く
。
こ
こ
に

も
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
吉
蔵
自
身
が
強
調
す
る
教
諦
の
教
も
、
も

し
執
著
す
れ
ば
教
見
と
し
て
破
斥
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
因
縁
生
無
生
を
会
得
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
理
も
教
も
区
別
す

る
こ
と
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

吉
蔵
は
、
因
縁
生
無
生
と
い
う
語
で
表
現
せ
ら
れ
る
言
忘
慮
絶

の
無
所
得
を
会
得
す
る
目
的
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
用
い
る
。

そ
し
て
そ
の
無
所
得
へ
の
佛
道
の
道
程
が
、
そ
の
ま
ま
に
吉
蔵
の

思
想
体
系
と
な
っ
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
初
学
者
の
固

執
を
動
か
す
た
め
に
、
初
章
中
仮
義
を
示
し
て
疑
い
を
起
こ
さ
せ
、

次
い
で
因
縁
生
に
よ
る
仮
生
を
も
っ
て
性
実
の
執
を
破
し
疑
い
を

除
く
。
そ
の
た
め
に
三
種
方
言
・
三
種
中
道
・
三
種
智
慧
・
四
句

分
別
な
ど
の
、
師
の
法
朗
よ
り
授
け
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
教
義
を
駆

使
す
る
の
で
あ
り
、
究
極
の
目
的
で
あ
る
無
生
へ
と
入
ら
し
め
る

の
で
あ
る
。
吉
蔵
が
八
不
を
力
説
す
る
の
は
以
上
の
よ
う
な
理
由

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

不
生
不
滅
等
の
八
不
は
中
論
の
第
一
偶
に
掲
げ
ら
れ
る
根
本
課

題
で
あ
り
、
吉
蔵
に
お
い
て
も
群
聖
の
根
本
と
し
て
最
も
重
視
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
要
旨
が
ま

と
め
ら
れ
て
八
不
義
と
さ
れ
、
二
諦
義
と
と
も
に
別
行
し
て
い
て

も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
大
乗
玄
論
所
収
の
八
不
義
が
慧
均

の
八
不
義
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
撰
者
に

つ
い
て
疑
い
が
も
た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
中
観
論
疏
の

中
に
み
ら
れ
る
八
不
の
解
釈
と
玄
論
の
八
不
義
と
の
比
較
が
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
最
近
そ
の
詳
細
な
比
較
検

⑤

討
の
成
果
が
発
表
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
略
し
て

そ
れ
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
吉
蔵
が
因
縁
生
無
生
の
中
道

佛
性
を
い
か
に
表
現
し
て
い
く
か
に
お
い
て
、
法
朗
の
説
を
駆
使

し
て
い
る
こ
と
を
常
に
留
意
し
つ
つ
１
次
に
残
さ
れ
た
課
題
を
考

え
て
み
よ
』
フ
。

大
乗
玄
論
と
慧
均
の
八
不
義
を
対
照
す
る
な
か
で
、
古
く
よ
り

問
題
に
さ
れ
て
い
る
二
三
の
箇
処
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

先
ず
八
不
に
約
し
て
三
種
中
道
を
明
か
す
文
に
お
い
て
、
大
乗

⑥

玄
論
八
不
義
の
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
１
几
］

語
不
為
無
、
一

相
対
仮
故
、
「

真
諦
亦
然
、

相語是
対不相
仮為待
故無仮
、、名

可不。

有名故
説語仮
生不語
、 為不

可有名
無、語
説即、
滅是仮
･不不

故有語
以不不

生無名
滅世不
合諦語
為中。
世道不
諦。名
也但不

0

不
名
非
不
語
不
為
非
不
無
、

山
中
師
対
寂
正
作
之
。

二

仮
不
語
不
名
不
語
、
仮
非
不
語
不
名
非
不
語
。

語
待
不
語
、
不
語
待
語
。
語
不
語
並

不
名
不
語
不
為
非
不
有
。
則
是
非

「
旬
己
１

Ｊ
Ｌ
ｌ

qワ
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不
有
非
不
無
真
諦
中
道
也
。
相
対
仮
故
、
可
有
説
不
滅
、
可
無

説
不
生
。
即
是
不
生
不
滅
故
合
為
真
諦
也
。

二
諦
合
明
中
道
者
、
仮
語
不
名
語
、
仮
不
語
不
名
不
語
。
非

語
非
不
語
、
即
是
非
有
非
不
有
非
無
非
不
無
二
諦
合
明
中
道
也

生
滅
不
生
滅
合
明
、
類
此
可
尋
也
。

こ
の
文
中
の
傍
線
〔
１
〕
の
部
分
は
、
慧
均
の
八
不
義
に
よ
る
と

⑦

語
待
不
觜
語
ぞ
語
ミ
不
語
並
是
相
待
仮
名

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
「
語
待
不
語
語
不
語
語
不
語
並
是
相
待

仮
名
」
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
読
む
の
か
理
解
し
難
い
。
大
乗

玄
論
の
よ
う
に
、
「
語
は
不
語
に
待
し
、
不
語
は
語
に
待
す
。
語

と
不
語
ど
は
並
に
こ
れ
相
待
仮
名
な
り
」
と
あ
っ
た
の
が
誤
写
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
を
「
語
待
不
語
不
語
語
語
不

語
並
是
相
待
仮
名
」
と
し
て
、
「
語
は
不
語
に
待
す
。
不
語
の
語

と
語
の
不
語
と
は
並
び
に
こ
れ
相
待
仮
名
な
り
」
と
読
む
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
な
ら
ば
不
語
語
と
語
不
語
が
、
次
に
続
く
文
の
仮

語
と
仮
不
語
と
に
関
連
す
る
こ
と
に
な
り
、
文
の
内
容
も
明
瞭
で

あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
読
む
に
し
て
も
語
の
字
が
三
字
重
な
る

な
ど
、
他
の
箇
処
に
も
見
出
し
得
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
慧
均
の

文
は
繁
鎖
で
あ
っ
て
、
大
乗
玄
論
の
文
の
方
が
整
理
さ
れ
た
形
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
傍
線
〔
２
〕
の
部
分
を
見
る
と
、
慧
均
の
八
不
義
に
は

仮
非
不
語
不
ミ
名
ミ
非
蜀
不
觜
語
ミ
不
為
不
無
不
名
不
語
不

⑦為
不
有
。

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
不
觜
名
ご
非
ミ
不
埼
語
ど
」
は
、

「
不
名
非
不
語
」
を
繰
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
玄
論
の
文
と
一
致
す

る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
続
く
文
「
非
不
語
と
名
づ
け
ざ
れ
ぱ
不
無

と
な
さ
ず
、
不
語
と
名
づ
け
ざ
れ
ば
不
有
と
な
さ
ず
」
は
、
既
に

指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
玄
論
の
文
が
「
非
不
無
と
な
さ
ず
」

「
非
不
有
と
な
さ
ず
」
と
非
の
字
が
そ
れ
ぞ
れ
に
一
宇
多
く
、
し

か
も
そ
の
ま
ま
に
意
味
を
と
る
と
、
玄
論
が
誤
り
を
お
か
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
も
し
非
の
字
を
加
え
る
な
ら
ば
「
不
名
非
不
語

、

、

不
為
非
不
有
、
不
名
不
語
不
為
非
不
無
」
と
、
有
と
無
を
置
き
か

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
を
、
い
ず
れ
か
が
伝
承
の
過
程
で
誤
写
さ
れ
た
、
と
す
る

の
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
慧
均
の
文
で
は
先
に
「
不
語
」
を
「
無
」

に
「
語
」
を
「
有
」
に
変
え
て
不
有
不
無
の
世
諦
中
道
を
表
わ
し
、

今
ま
た
「
不
名
非
不
語
、
不
為
不
無
、
不
名
不
語
、
不
為
不
有
」

と
、
「
非
不
語
」
を
「
不
無
」
に
「
不
語
」
を
「
不
有
」
に
変
え

て
、
非
不
有
非
不
無
の
真
諦
中
道
を
示
し
て
い
る
。
八
不
義
の
こ

こ
に
記
さ
れ
て
い
る
文
が
、
僧
詮
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
慧
均
も
ま
た
そ
の
二
諦
義
の
中
で
は
有
無
．
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非
有
非
無
の
語
を
も
っ
て
さ
か
ん
に
二
諦
を
説
明
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
当
時
の
有
無
を
も
っ
て
真
俗
三
諦
を
解
説
す
る
傾
向
に
依

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
吉
蔵
は
有
無
を
こ
と
さ
ら
に
多
く
用
い
て
二

諦
義
を
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
中
論
疏
巻
二
本
で
は

「
次
明
真
諦
具
八
不
」
の
項
で
「
真
諦
中
道
を
明
か
さ
ば
、
空
の

有
を
以
て
世
諦
と
な
し
、
有
の
空
を
も
っ
て
真
諦
と
な
す
。
空
の

有
を
以
て
世
諦
と
な
す
、
世
諦
は
則
ち
こ
れ
仮
生
仮
滅
な
り
。
世

諦
の
仮
生
に
対
し
て
真
諦
の
仮
不
生
を
明
か
し
、
世
諦
の
仮
滅
に

対
し
て
真
諦
の
仮
不
滅
を
明
か
す
。
不
生
不
滅
を
真
諦
中
道
と
な

⑧す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
師
法
朗
の
三
種
方
言
の
一

つ
、
「
仮
生
不
可
言
生
、
不
可
言
不
生
。
即
是
世
諦
中
道
。
仮
不

⑨

生
不
可
言
不
生
、
不
可
言
非
不
生
。
名
為
真
諦
中
道
」
の
表
現
方

法
を
好
ん
で
用
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
慧
均
の
八
不
義
が
「
不
有
」
と

「
不
無
」
で
あ
り
、
玄
論
が
「
非
不
無
」
と
「
非
不
有
」
で
あ
る

こ
と
は
、
そ
の
後
の
句
が
「
則
是
非
不
有
非
不
無
真
諦
中
道
也
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
玄
論
の
方
へ
非
の
字
が
加
え
ら
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
意
味
の
上
か
ら

す
れ
ば
、
何
故
に
有
と
無
の
入
れ
か
え
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
の
問
題
は
残
る
。
あ
る
い
は
「
不
為
不
無
」
と
「
不

為
不
有
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
傍
わ
ら
に
「
不
為
」
を
非
の
字
に
置
き

か
え
る
書
き
入
れ
が
さ
れ
て
い
た
の
を
混
入
さ
せ
て
伝
え
ら
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
問
題
と
さ
れ
る
箇
処
は
、
第
五
の
単
複
中
仮
の
義
を
弁
ず

る
内
、
第
二
就
複
義
論
単
複
の
項
の
文
で
あ
る
。
大
乗
玄
論
八
不

義
に
よ
る
と

仮
有
是
世
諦
、
仮
無
是
真
諦
、
此
是
単
仮
。
非
有
非
無
是
中

道
也
、
此
是
単
中
。
仮
有
仮
無
為
二
、
是
俗
諦
複
仮
。
非
有
非

無
不
二
、
是
俗
諦
複
中
。
二
不
二
、
是
真
諦
是
複
仮
。
非
二
非

不
二
；
是
中
道
此
是
複
中
。
正
言
非
二
非
不
二
、
尽
有
無
非
有

⑩

非
無
、
所
以
正
中
也
。

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
慧
均
の
八
不
義
に
よ
る
と

仮
有
是
世
諦
、
仮
無
是
真
諦
、
此
是
単
仮
。
非
有
非
無
是
中

道
、
此
是
単
中
、
仮
有
仮
無
為
二
、
是
俗
諦
。
非
有
非
無
不
二
、

是
真
諦
是
複
仮
。
非
二
非
不
二
、
是
中
道
此
是
複
中
。
正
言
非

二
非
不
二
、
造
有
無
非
有
非
無
、
所
以
是
中
也
。

と
あ
り
、
玄
論
の
方
が
十
字
（
傍
線
の
部
分
）
多
い
こ
と
に
な
っ

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
非
有
非
無
不
二
の
了
解
に
相
違
が
で
て
く
る
。

こ
の
文
の
内
容
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
仮
有
仮
無
を
俗
諦
と
し
非

有
非
無
を
真
諦
と
す
る
の
は
摂
山
相
承
の
伝
統
説
で
あ
っ
て
、
そ

の
非
二
非
不
二
を
中
道
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
を
複
仮
複
中
と
し
て
い
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る
の
で
あ
る
か
ら
、
慧
均
の
文
は
正
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
仮
有
を
世
諦
に
仮
無
を
真
諦
に
と
す
る
単
仮
に
対
す
る
、
仮

有
仮
不
有
・
仮
不
無
仮
無
の
複
仮
は
、
後
の
第
三
就
二
諦
諭
単
複

の
項
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
別
途
の
課
題
と
な
る
。
既
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
第
五
弁
単
複
中
仮
義
の
全
文
が
大

乗
玄
論
第
二
一
諦
義
の
中
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
第
二
就
複

⑪

義
論
単
複
は
慧
均
の
八
不
義
の
文
と
同
じ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

玄
諭
八
不
義
に
附
加
さ
れ
た
十
字
は
、
一
応
ま
っ
た
く
不
要
の
句

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
か
ら
す
る
な

ら
ば
、
非
二
非
不
二
の
中
道
複
中
に
対
し
て
仮
二
仮
不
二
の
俗
諦

複
中
が
立
て
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
文
中
の
非
有
非
無
不
二

は
、
そ
の
意
味
の
上
か
ら
も
真
諦
で
あ
り
複
仮
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
に
仮
二
仮
不
二
是
俗
諦
是
複
中
の

字
句
が
入
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す

る
と
玄
諭
八
不
義
に
附
加
さ
れ
た
「
是
俗
諦
複
中
二
不
二
」
の
八

字
は
、
「
非
有
非
無
不
二
、
是
真
諦
是
複
仮
」
の
文
の
後
に
位
置

づ
け
る
蕊
へ
き
も
の
と
し
て
、
や
は
り
行
間
に
害
入
れ
ら
れ
て
い
た

も
の
が
間
違
っ
て
混
入
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ

る
』
フ
か
。

古
く
よ
り
大
乗
玄
論
八
不
義
に
お
け
る
会
通
の
困
難
な
箇
処
と

さ
れ
て
い
た
も
の
を
、
慧
均
の
八
不
義
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ

既
に
報
告
し
た
慧
均
の
八
不
義
と
玄
論
の
八
不
義
と
の
比
較
対

⑫

照
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
私
見
を
加
え
た
の
で
あ
っ
た
。
。
、

字
句
の
相
互
出
入
し
て
い
る
箇
処
が
あ
る
が
、
そ
の
多
く
は
玄
論

の
文
の
方
が
慧
均
の
文
よ
り
も
整
理
さ
れ
て
い
る
。
日
、
慧
均
の

八
不
義
に
の
み
載
せ
ら
れ
て
、
玄
論
に
は
み
ら
れ
な
い
文
や
字
句

が
あ
る
。
こ
れ
は
慧
均
の
方
が
適
切
な
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
誤

解
を
ま
ね
く
恐
れ
の
あ
る
文
の
省
略
や
、
文
章
が
整
理
さ
れ
た
場

合
が
多
い
。
ま
た
真
諦
三
蔵
の
説
が
批
判
の
対
象
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
た
の
が
、
玄
論
に
お
い
て
は
省
か
れ
て
い
る
。
吉
蔵
は
中

論
疏
等
に
も
多
く
真
諦
三
蔵
の
説
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
直
接

に
批
判
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
画
、
字
句
の
前

後
が
顛
倒
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
双
方
い
ず
れ
か
の
誤

っ
て
、
玄
論
の
文
に
附
加
さ
れ
た
字
句
を
削
除
す
れ
ば
、
と
も
に

容
易
に
理
解
し
え
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
附
加
さ
れ
た
字
句
の

意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
こ

と
の
意
義
を
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
上
の

よ
う
な
推
測
を
重
ね
る
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果

と
し
て
行
間
に
害
入
れ
ら
れ
て
い
た
字
句
の
混
入
と
考
え
て
み
た

い
の
で
あ
る
。三
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写
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
㈲
、
の
字
句
の
増
補
脱
落

に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
部
の
検
討
を
本
稿
に
お
い
て
試
み
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
一
宇
あ
る
い
は
一
句
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
論
理
形
態
の
定
型
化
が
壊
わ
さ
れ
、
別
の
形
態
が
あ
ら
わ

し
だ
さ
れ
整
え
ら
れ
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
旧
説
を
あ
げ
る
文
に
お
い
て
「
不
名
非
不
語
、
不
為

非
不
無
。
不
名
不
語
、
不
為
非
不
有
」
と
「
不
名
非
不
語
、
不
為

不
無
。
不
名
不
語
、
不
為
不
有
」
と
を
並
令
へ
る
と
、
そ
の
意
味
内

容
は
別
と
し
て
、
形
態
上
か
ら
は
「
非
不
有
非
不
無
真
諦
中
道
」

に
前
者
が
よ
り
近
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
法
朗
や
吉
蔵
は
、
有
無

の
世
諦
、
非
有
非
無
の
真
諦
と
い
う
当
時
の
二
諦
義
の
定
型
化
を

有
所
得
と
し
て
否
定
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
非
の
一
宇
の
混
入

も
不
用
意
に
軽
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
次
の
複
義
に
単
複
を
論
ず
る
項
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い

い
得
る
。
慧
均
の
八
不
義
に
よ
れ
ば
、
仮
有
無
の
俗
諦
と
非
有
無

の
真
諦
と
非
二
不
二
の
中
道
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
形
態
を
と
っ
て

い
く
要
素
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
も
し
非
二
非
不
二
に
待

応
す
る
仮
二
仮
不
二
を
入
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
双
否
を
繰
返
し
得

る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
例
に
お
い
て
、
と
も
に
行
間

の
書
入
れ
が
混
入
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
試
み
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
わ
ず
か
の
字
句
の
相
違
に
対
す
る
穿
ち
す
ぎ
の

き
ら
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
全
体
的
な
異
同
の
状
態

か
ら
み
て
、
そ
の
よ
う
に
推
測
し
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
大
乗
玄
諭
に
所
収
の
八
不
義
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
に
検
討
し
た
こ
と
を
ま

と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

日
、
吉
蔵
が
著
わ
し
た
中
論
疏
や
二
諦
義
に
は
八
不
義
と
同
文

あ
る
い
は
同
趣
旨
の
依
用
が
多
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

。
、
そ
の
場
合
の
依
用
の
文
は
慧
均
の
八
不
義
に
近
い
。

日
、
慧
均
の
八
不
義
と
の
対
照
に
お
い
て
大
乗
玄
論
八
不
義
に

み
ら
れ
る
異
同
の
箇
処
は
、
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
が
吉
蔵
の
考
え

方
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

円
、
吉
蔵
は
注
釈
を
す
す
め
て
い
く
と
き
に
、
師
で
あ
る
法
朗

の
こ
と
ば
を
多
く
引
用
し
て
解
説
す
る
。

吉
蔵
が
中
論
疏
の
因
縁
品
を
釈
す
る
う
ち
、
そ
の
八
不
を
解
釈

し
て
い
く
に
つ
い
て
は
八
不
義
か
ら
の
多
く
の
依
用
が
な
さ
れ
、

そ
れ
は
直
接
の
法
朗
の
説
示
の
引
用
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
現
存
す
る
八
不
義
が
慧
均
の
著
わ
し
た
も
の

と
す
る
よ
り
は
、
法
朗
の
著
わ
し
た
も
の
あ
る
い
は
法
朗
が
お
こ

な
っ
た
八
不
に
つ
い
て
の
講
義
メ
モ
が
整
理
さ
れ
、
門
弟
の
間
に

常
用
さ
れ
て
い
た
も
の
、
と
す
る
の
が
妥
当
な
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
既
に
大
乗
玄
諭
の
成
立
そ
の
こ
と
に
疑
義
が
は
さ
ま
れ
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て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
見
で
は
、
吉
蔵
の
没
後
に
そ
の
門
弟

に
よ
っ
て
吉
蔵
の
手
本
が
編
輯
さ
れ
た
も
の
と
い
う
説
を
と
り
た

い
の
で
あ
る
。
そ
の
手
本
の
中
に
法
朗
の
講
義
の
メ
モ
が
あ
っ
て

も
決
し
て
不
思
議
で
は
な
い
て
あ
ろ
う
。

註①
中
観
論
疏
巻
第
二
本
、
因
縁
品
第
一
（
大
正
四
二
・
二
○
ｂ
、
ま

た
同
二
一
ｂ
）
。
第
二
重
牒
八
不
解
釈
の
始
め
に
、
吉
蔵
の
八
不
に

に
い
て
の
位
置
づ
け
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
私
見
で
は
、

吉
蔵
は
僧
肇
の
般
若
の
構
造
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
と
思
う

の
で
あ
る
が
、
僧
肇
の
い
う
無
知
・
無
所
知
、
そ
し
て
無
に
よ
る
否

定
を
、
二
慧
・
二
諦
・
八
不
と
展
開
さ
せ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

②
同
（
大
正
四
二
・
二
四
ｂ
ｌ
Ｃ
）

③
同
（
大
正
四
二
・
二
五
ｂ
ｌ
ｃ
）

④
中
観
論
疏
巻
二
末
、
因
縁
品
第
一
（
大
正
四
二
・
二
八
ａ
。
な
お

四
重
二
諦
等
は
同
じ
く
二
八
ｂ
ｌ
ｃ
）

⑤
本
稿
提
出
の
直
前
、
駒
沢
大
学
の
伊
藤
隆
寿
氏
よ
り
「
大
乗
玄
諭

八
不
義
の
真
偽
問
題
目
」
（
駒
沢
大
学
佛
教
学
部
諭
集
第
三
号
・
一

九
六
七
年
十
二
月
）
と
鼬
す
る
詳
細
な
論
究
の
成
果
を
い
た
だ
い
た
。

そ
こ
で
は
先
ず
玄
論
中
の
八
不
義
と
二
諦
義
の
重
複
部
分
の
対
照
が

な
さ
れ
、
相
違
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
中
論
疏
と
八

不
義
の
共
通
箇
処
の
比
較
検
討
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
本
稿
に
お
い
て
は
重
複
の
繁
を
は
ぶ
く
た
め
削
除
す
る
こ
と
に
し

た
．
氏
の
所
論
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
る
と
と
も
に
、
大
乗
玄
論
と

い
う
書
は
果
し
て
そ
の
題
名
の
も
と
に
、
吉
蔵
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ

た
も
の
と
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
提
し
た
い
。
八

不
義
に
限
ら
ず
お
そ
ら
く
、
吉
蔵
が
諸
義
を
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
と
め
て

い
た
ノ
ー
ト
を
、
後
に
門
弟
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
と
考
え
て
み
た

い
の
で
あ
る
。

⑥
大
乗
玄
論
八
不
義
（
大
正
四
五
・
二
七
ｂ
）
二
諦
合
明
中
道
の
文

は
対
照
さ
せ
る
こ
と
で
は
不
必
要
で
あ
っ
た
が
、
全
体
の
文
を
眺
め

る
上
か
ら
掲
載
し
た
。
な
お
、
国
訳
一
切
経
諸
宗
部
一
の
四
六
頁
に

示
さ
れ
る
宇
井
博
士
に
よ
る
注
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑦
拙
稿
「
慧
均
撰
四
論
玄
義
八
不
義
に
つ
い
て
㈹
（
佛
教
学
セ
ミ
ナ

ー
第
哩
号
・
一
九
七
○
年
）
」
中
の
比
較
対
照
表
（
”
ｂ
⑲
田
）
参

照
③
中
観
論
疏
巻
二
本
（
大
正
四
二
・
二
四
ｂ
）

⑨
同
（
大
正
四
二
・
一
○
Ｃ
）

⑩
大
乗
玄
論
八
不
義
（
大
正
四
五
・
三
二
ｃ
）
、
拙
稿
の
対
照
表
（
鑓

ｃ
働
倒
）
参
照
、
な
お
国
訳
一
切
経
諸
宗
部
一
の
六
三
頁
参
照

⑪
二
諦
義
（
大
正
四
五
・
二
○
Ｃ
）
に
は
「
正
言
、
非
二
尽
有
無
、

非
不
二
尽
非
有
非
無
、
所
以
是
複
中
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
は
同

じ
文
で
あ
る
。

⑬
拙
稿
「
慧
均
撰
四
論
玄
義
八
不
義
に
つ
い
て
⑩
」
参
照
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