
福
原
亮
厳
著

本
書
は
、
婆
藪
践
摩
造
、
真
諦
訳
、
四
諦
論
四
巻
（
大
正
蔵
第
三
十
二
巻

所
収
）
に
対
す
る
研
究
で
あ
る
。

本
論
書
は
、
上
記
の
漢
訳
の
み
が
伝
わ
り
、
原
文
テ
キ
ス
ト
は
も
と
よ

り
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
も
現
存
し
な
い
。
ま
た
同
じ
く
真
諦
の
手
に
な
る
四
諦

論
疏
三
巻
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、
諸
経
録
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
が
、

こ
れ
も
現
存
し
て
い
な
い
。

以
上
の
如
き
事
情
も
あ
っ
て
か
、
こ
れ
ま
で
に
本
論
言
に
対
す
る
ま
と

ま
っ
た
研
究
は
、
実
に
皆
無
に
等
し
く
、
国
訳
す
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
状

態
で
あ
っ
た
。
而
る
に
、
こ
の
度
、
著
者
に
よ
っ
て
こ
れ
を
一
言
に
ま
と

め
得
た
の
は
、
著
者
の
言
わ
れ
る
如
く
「
阿
毘
達
磨
の
諸
諭
書
の
光
り
を

当
て
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
四
頁
）
が
、
有
部
阿
毘
達
磨
諸
論
害
等

に
造
詣
の
深
い
著
者
に
し
て
、
初
め
て
こ
れ
を
よ
く
な
し
得
た
と
言
う
ぺ

き
で
あ
ろ
う
。
斯
学
に
と
っ
て
誠
に
慶
ば
し
い
事
で
あ
る
。

本
論
書
は
決
し
て
容
易
な
漢
訳
で
は
な
い
が
、
一
読
し
て
わ
か
る
こ
と

は
、
》
「
四
諦
に
つ
い
て
、
本
書
ほ
ど
広
い
視
野
で
問
題
を
提
起
し
、
ふ
か

く
沈
潜
思
惟
し
て
諸
説
を
紹
介
し
、
佛
説
の
根
本
を
解
明
し
よ
う
と
し
た

耐
蛇
眼
識
謎
四
諦
諭
の
研
究
」玉

井
威

も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
他
に
類
を
見
な
い
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
（
三

頁
）
と
述
箏
へ
て
お
ら
れ
る
通
り
で
、
四
諦
に
関
す
る
能
う
限
り
数
多
く
の

問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
際
、
各
問
題
ご
と
に
多
く

の
諸
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
作
者
に
よ
り
そ
の
評
取

が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
が
本
論
書
の
大
き
な
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

本
書
は
こ
の
様
な
内
容
を
持
つ
論
耆
の
研
究
で
あ
る
。

本
書
は
、
序
論
、
本
論
及
び
結
論
よ
り
な
る
が
、
附
録
と
し
て
、
「
大

乗
経
説
に
お
け
る
四
諦
説
」
が
紹
介
さ
れ
、
索
引
、
英
文
要
旨
を
加
え
て

一
書
と
な
し
て
い
る
。
ま
ず
序
論
で
は
、
十
章
に
わ
た
っ
て
本
論
害
に
対

す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
順
序
を
追
っ
て
、
そ
の
内
容
の
大

略
を
示
し
つ
つ
、
私
感
を
加
え
て
い
き
た
い
。

第
一
章
で
は
、
ま
ず
作
者
ぐ
ゆ
の
ロ
ぐ
肖
日
巴
〕
（
婆
藪
賊
摩
、
世
鎧
・
世

曹
）
を
経
部
師
と
み
る
説
と
有
部
の
論
師
と
み
る
説
の
二
つ
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
前
者
は
倶
舎
論
所
引
の
あ
る
有
余
師
を
、
称
友
の
倶
舎
諭
疏
と

普
光
の
光
記
に
よ
っ
て
経
部
の
一
長
老
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
有

部
の
二
伝
（
大
正
五
五
・
八
九
ａ
以
下
薩
婆
多
部
記
目
録
序
第
六
）
が
伝
え
る
婆

藪
賊
摩
に
基
づ
く
も
の
で
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
婆
藪
賊
摩
は
法
勝
以
降

世
親
以
前
の
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
二
説
に
よ
る

ぐ
凹
閨
ぐ
日
日
Ｐ
目
を
四
諦
論
の
作
者
と
同
一
視
す
る
見
解
を
斥
け
て
、
本

論
書
中
に
倶
舎
論
（
阿
毘
達
磨
蔵
論
）
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

世
親
以
後
の
出
世
の
同
名
異
人
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
果

し
て
阿
毘
達
磨
蔵
論
な
る
も
の
が
倶
舎
論
で
あ
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る

』
（
ノ
コ

本
論
書
に
は
、
阿
毘
達
磨
蔵
（
論
）
或
は
蔵
論
と
い
う
名
で
引
用
さ
れ
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い
る
諭
書
が
存
す
る
が
、
こ
れ
ら
二
論
書
を
同
一
の
も
の
と
す
る
従
来
の

見
解
に
対
し
て
、
著
者
は
両
論
を
異
な
る
も
の
と
み
て
、
阿
毘
達
磨
蔵
論

の
み
を
倶
舎
論
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
両
論
が
異
な
る
こ
と
の
理
由

は
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
次
の
諸
点
か
ら
推
量
さ
れ
よ
う
。
即

ち
、
本
論
書
で
同
一
問
題
中
に
両
論
説
を
別
々
に
紹
介
し
て
い
る
点
（
三

九
八
ｃ
）
、
ま
た
「
阿
毘
達
磨
及
び
蔵
諭
」
（
三
七
九
ａ
）
と
説
か
れ
て
あ
る

中
の
阿
毘
達
磨
を
阿
毘
達
磨
論
の
こ
と
と
解
す
る
な
ら
ば
、
両
論
は
別
言

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
八
聖
道
中
の
精
進
・
念
・
三
摩
地
の
定
義

が
蔵
論
説
と
し
て
、
相
・
用
・
縁
・
義
の
四
方
面
か
ら
な
さ
れ
て
い
る

（
三
九
七
ａ
’
三
九
八
ａ
）
の
は
、
少
く
と
も
倶
舎
論
中
に
は
見
出
せ
な
い
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
両
論
が
異
な
る
こ
と
の
推
定
は
、
恐
ら
く
正
し
い

で
あ
ろ
う
。
阿
毘
達
磨
蔵
論
が
倶
舎
論
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
著
者
は
、

倶
舎
論
の
う
ち
に
類
似
の
文
を
求
め
、
阿
毘
達
磨
蔵
諭
の
そ
れ
と
比
較
検

討
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
二
例
は
、
い
ず
れ
も
著
者
の

言
わ
れ
る
如
く
、
倶
舎
論
の
取
意
と
も
考
え
得
る
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
全

同
と
は
言
い
難
く
、
幾
分
問
題
が
残
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
取
り
上

げ
ら
れ
な
か
っ
た
本
論
書
三
九
八
頁
ｂ
の
阿
毘
達
磨
蔵
の
説
や
倶
舎
論
梵

本
の
比
較
検
討
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
阿
毘
達
磨
蔵
な
る
語
は
、

四
諦
諭
と
同
じ
真
諦
の
訳
に
な
る
倶
舎
釈
論
に
二
十
箇
所
ほ
ど
見
出
さ
れ

る
が
、
そ
れ
ら
は
玄
奨
訳
倶
舎
論
で
は
、
大
体
に
お
い
て
、
本
論
、
根
本

阿
毘
達
磨
、
対
法
な
ど
と
な
っ
て
い
る
様
で
あ
る
。
本
論
、
根
本
阿
毘
達

磨
が
必
ず
し
も
、
発
智
論
の
み
を
指
す
と
は
限
ら
ず
、
品
類
論
や
識
身
論

で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
従
っ
て
、
阿
毘
達
磨
蔵
は
発
智
諭
等
を
指
す
と

考
え
ら
れ
る
が
、
四
諦
論
の
阿
毘
達
磨
蔵
（
論
）
も
発
智
論
等
を
予
想
す

る
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
倶
舎
論
梵
本
に
は
、
こ
れ
に
対
し

識
異
国
》
号
巨
含
閏
昌
伊
の
語
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
本
論
害
が
倶
舎

論
に
拠
っ
て
い
る
箇
所
の
存
在
す
る
こ
と
は
甚
だ
明
了
で
、
著
者
の
言
わ

れ
る
通
り
で
あ
る
。
例
え
ば
択
滅
の
仮
実
に
関
す
る
論
、
無
表
の
実
有
非

実
有
に
関
す
る
論
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
阿
毘
達
磨
蔵
論
か
ら
の
引
文

で
あ
る
と
の
明
示
は
な
い
。

本
論
害
の
部
派
摂
属
に
つ
い
て
は
、
論
初
の
序
偶
に
「
大
聖
栴
延
諭

言
略
義
深
広
大
徳
佛
陀
蜜
広
説
言
及
義
」
と
説
き
、
「
我
見
両
論
已
今

則
捨
広
略
故
造
中
量
論
」
と
本
論
述
作
の
意
趣
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
の
栴
延
は
有
部
の
発
智
論
の
作
者
、
大
迦
栴
延
子
（
冨
昌
得
弾
嵐
‐

冒
昌
冨
曾
四
）
で
あ
り
、
佛
陀
蜜
（
国
巨
且
盲
目
酎
四
）
は
、
付
法
蔵
因
縁

伝
五
（
大
正
五
○
・
三
一
四
ａ
）
の
伝
え
る
師
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
共
に
有

部
の
二
大
諭
師
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
著
者
は
本
論
書
が
有
部
の
も
の
で
あ

る
と
す
る
。
し
か
も
「
た
と
え
ば
無
表
の
解
明
に
お
い
て
、
「
倶
舎
論
』

の
筆
法
と
同
様
の
も
の
が
あ
っ
て
、
自
身
有
部
で
あ
り
つ
つ
も
理
の
勝
れ

て
い
る
経
部
説
を
紹
介
す
る
に
努
め
た
点
、
全
た
く
琉
伽
行
派
へ
の
転
入

前
の
有
部
論
師
世
親
に
近
い
も
の
が
み
ら
れ
る
点
」
（
九
頁
）
で
、
正
統
有

部
と
は
異
な
る
別
の
有
部
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
の
推
定
は
、

本
論
書
を
精
査
し
た
者
の
み
の
言
い
得
る
こ
と
で
、
こ
の
点
だ
け
で
も
著

者
の
大
き
な
功
統
で
あ
ろ
う
。

第
二
章
で
は
、
本
論
言
に
引
用
の
経
論
害
が
悉
く
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

一
見
し
て
引
用
の
経
論
の
種
類
の
多
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
が
、
経
典
は

全
て
阿
含
・
ニ
カ
ー
ャ
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
諭
書
は
十
一
種
の
う
ち

二
・
三
の
論
書
を
除
い
て
、
未
詳
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
本
論
書
で
散
見
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て
せ
ら
れ
る
部
派
名
も
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
説
一
切
有
部
の

名
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
論
書
が
却
っ
て
有
部
の
も
の
で
あ

る
こ
と
を
暗
示
す
る
と
著
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
掲
げ
ら

れ
た
分
別
説
部
の
名
は
、
本
論
書
中
に
は
見
出
せ
な
い
か
ら
除
く
べ
き
で

栄
（
〉
ス
》
Ｏ

第
三
章
「
四
諦
の
経
典
」
は
、
そ
の
題
に
示
す
如
く
四
諦
に
関
す
る
経

典
の
解
説
で
あ
る
。
四
諦
に
関
す
る
経
典
と
本
論
書
と
の
関
係
の
考
察
は
、

次
章
に
於
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
凹
諦
に
関
す
る
経
典

が
悉
く
列
挙
、
略
解
さ
れ
て
お
り
、
精
細
を
き
わ
め
て
い
る
。
そ
の
数
の

多
い
の
に
注
目
さ
れ
る
が
、
著
者
は
、
そ
れ
ら
一
連
の
四
諦
経
類
と
称
す

る
も
の
の
中
か
ら
、
特
に
分
別
聖
諦
経
第
十
一
（
大
正
一
・
四
六
七
ａ
’
四

六
九
ｃ
）
等
の
比
較
的
長
い
三
経
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
二
十
三

の
項
目
に
わ
け
て
取
意
略
記
し
、
三
経
の
類
似
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
三
経
が
四
諦
論
の
所
依
で
は
な
い
か
と
さ
え
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
三
経
と
本
論
書
の
内

容
が
、
本
書
で
二
比
較
検
討
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
読
者

は
本
書
第
九
章
に
図
示
さ
れ
た
組
織
の
概
要
と
、
そ
れ
ら
三
経
の
内
容
と

を
比
較
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
四
章
は
「
通
申
と
別
申
」
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
諭
書
が
通
申
論
か
別

申
論
か
と
い
う
こ
と
は
、
論
言
の
性
格
を
知
る
上
で
、
一
つ
の
重
要
な
視

点
で
あ
る
が
、
著
者
は
、
こ
こ
で
こ
の
堅
実
な
方
法
論
を
と
っ
て
い
る
。

阿
含
部
に
属
す
る
諸
経
の
中
で
、
特
に
四
諦
を
取
り
あ
げ
た
も
の
は
、
前

章
で
示
さ
れ
た
如
く
種
々
の
四
諦
経
類
で
あ
っ
た
が
、
著
者
は
「
そ
れ
ら

の
中
の
何
れ
か
の
特
定
の
経
典
を
註
釈
し
た
の
が
本
論
と
は
言
え
な
い
に

し
て
も
、
少
く
と
も
作
者
は
「
四
諦
経
』
と
称
す
る
経
典
類
を
手
許
に
お

い
て
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
、
そ
の
順
序
を
追
い
な
が
ら
逐
次
百
八
十
余
の

諸
問
題
を
見
つ
け
出
し
、
そ
の
解
答
に
諸
義
を
掲
げ
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
佛
意
を
開
顕
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
充
分
推
察
し
う
る
こ
と
で
あ
る
」

（
三
四
’
五
頁
）
と
述
、
へ
、
こ
の
意
味
で
四
諦
諭
は
全
く
四
諦
経
、
少
く
と

も
四
諦
経
類
の
別
申
論
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
を
諭
書
の
名
称
が
よ
く
表
わ

し
て
い
る
と
言
う
。
更
に
、
こ
の
結
論
に
確
証
を
与
え
る
意
味
で
・
ハ
ー
リ

の
分
別
論
第
四
諦
分
別
の
中
の
経
分
別
の
文
が
、
一
種
の
四
諦
経
論
、
そ

の
始
源
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

四
諦
論
は
四
諦
に
つ
き
種
々
に
諸
門
分
別
を
な
し
て
い
る
が
、
第
五
章

で
は
、
こ
の
点
で
本
論
書
と
比
收
検
討
す
べ
き
資
料
と
し
て
、
パ
ー
リ
の

分
別
論
第
四
諦
分
別
の
三
問
分
等
の
諸
門
分
別
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
。

第
六
章
で
は
、
諸
部
派
の
四
諦
に
関
す
る
教
義
が
異
部
宗
輪
論
等
に
依

っ
て
紹
介
さ
れ
、
四
諦
説
検
討
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
。

第
七
章
で
は
、
本
論
害
中
に
散
見
せ
ら
れ
る
諸
部
派
の
教
義
が
「
他
派

の
思
想
」
の
題
下
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
他
派
と
い
う
の
は
、
自

派
即
ち
有
部
以
外
と
い
う
意
味
で
、
分
別
部
等
の
六
部
派
で
あ
る
。
そ
の

中
か
ら
著
者
は
分
別
部
と
分
別
説
部
と
仮
名
部
の
三
部
派
の
同
異
を
、
赤

沼
「
印
度
佛
教
固
有
名
詞
辞
典
』
の
冒
引
鼻
は
（
部
）
の
項
を
引
い
て

問
題
と
す
る
が
、
分
別
説
部
に
つ
い
て
は
、
著
者
指
摘
の
箇
所
は
「
分
別

部
説
く
」
と
あ
る
の
み
で
、
ほ
か
に
は
分
別
説
部
の
語
は
見
出
せ
な
い
か

ら
除
く
傘
へ
き
で
あ
る
。
著
者
は
本
論
中
の
四
諦
の
体
相
の
教
義
の
列
挙
の

仕
方
が
仙
諸
法
師
②
理
足
論
師
③
仮
名
部
⑳
分
別
部
⑤
分
別
論
⑥
蔵
論
と
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い
う
様
に
区
別
し
て
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
少
く
と
も
真
諦
は
仮
名
部
と
分

別
部
と
を
別
の
部
派
で
あ
る
と
み
た
と
す
る
が
、
恐
ら
く
正
し
い
で
あ
ろ

う
。
分
別
説
部
と
分
別
部
に
つ
い
て
も
、
著
者
は
異
な
る
部
派
と
一
応
み

て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
分
別
説
部
は
普
通
く
ぎ
目
ご
騨
乱
目
（
圃
写

冨
匡
胃
皇
豊
河
豊
四
）
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
シ
ヴ
冨
Ｑ
匡
閏
日
四
汽
息
号
彦
抑
塑
四

（
８
．
９
国
且
四
口
》
や
陪
ｅ
に
出
て
く
る
ぐ
ぎ
目
ご
曲
目
ロ
を
玄
共
は

「
分
別
説
部
」
（
大
正
二
九
・
一
○
四
ｂ
）
と
訳
し
、
真
諦
は
「
分
別
部
」

（
大
正
二
九
・
二
五
七
ｃ
）
と
し
て
い
る
訳
例
の
存
す
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、

恐
ら
く
両
者
は
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
或
は
順
正
理
論
は
同
箇
所
を
「
分

別
論
者
」
（
大
正
二
九
・
六
三
○
ｃ
）
と
し
て
引
い
て
い
る
こ
と
よ
り
す
れ
ば
、

分
別
説
部
が
大
衆
部
中
の
も
の
と
も
、
南
方
上
座
部
と
も
せ
ら
れ
て
、
必

ず
し
も
固
定
し
た
部
派
名
で
な
い
如
く
、
有
部
諸
論
書
で
言
う
分
別
論
者

（
分
別
論
師
）
も
亦
、
特
定
の
部
派
の
者
で
な
い
と
も
せ
ら
れ
て
い
る
点

を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
三
者
は
同
じ
も
の
と
み
る
こ
と
も
出

来
よ
う
。
因
み
に
光
記
は
こ
れ
を
飲
光
部
と
す
る
。

本
論
書
中
に
経
部
の
名
で
引
用
さ
れ
る
教
義
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
有

部
の
無
表
実
有
論
に
対
す
る
経
部
の
破
析
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
倶
舎
論
中

に
引
か
れ
て
い
る
経
部
の
そ
れ
と
、
著
し
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
著
者

は
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
本
書
六
八
’
九
頁
の
経
部
説
に
類
似
す
る
倶
舎

論
の
文
は
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
文
で
は
な
く
、
本
書
三
八
四
頁
の
註
解

に
あ
る
文
が
、
こ
の
場
合
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
う
。

第
八
章
は
、
本
論
書
中
に
う
か
が
わ
れ
る
大
乗
的
要
素
に
つ
い
て
の
考

察
で
あ
る
。
著
者
が
大
乗
的
要
素
と
し
て
八
ほ
ど
あ
げ
て
い
る
も
の
の
中

で
、
最
も
紙
幅
を
費
し
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
択
滅
の
仮
実
に
関
す
る
論

で
あ
る
。
こ
こ
は
著
者
の
指
摘
の
如
く
、
倶
舎
論
を
予
想
す
る
こ
と
甚
だ

明
了
で
、
例
え
ば
三
世
に
か
け
た
浬
薬
不
生
の
問
題
を
経
部
の
種
子
説
で

別
釈
し
た
り
、
無
法
の
境
を
縁
ず
る
こ
と
あ
り
と
す
る
経
部
の
説
な
ど
が

説
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
倶
舎
論
と
対
応
す
る
部
分
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
些
か
対
応
部
分
が
前
後
し
て
、
明
確
さ
を
欠
く
印
象
を
与
え
る
が
、

要
す
る
に
本
論
書
の
択
滅
仮
実
に
関
す
る
論
（
三
九
一
ｂ
’
三
九
二
ａ
）
は
倶

舎
論
巻
六
（
大
正
二
九
・
三
四
ａ
’
三
五
ｃ
）
を
念
頭
に
お
い
て
論
述
さ
れ
て

お
り
、
順
序
次
第
も
相
似
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
倶

舎
論
で
有
部
の
徴
難
と
せ
ら
れ
て
い
る
処
は
、
本
論
書
で
は
「
外
曰
く
」

と
し
て
お
り
、
経
部
の
答
を
述
べ
る
際
は
、
た
だ
「
答
ふ
」
と
し
て
い
る

点
で
あ
る
。
本
論
害
が
正
統
有
部
と
は
異
な
る
有
部
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
著
者
に
よ
っ
て
既
に
推
考
せ
ら
れ
た
が
、
こ
の
部
分
に
よ
っ
て
見

る
限
り
、
本
論
害
は
経
部
に
加
担
或
は
全
く
経
部
の
立
場
に
あ
る
か
の
印

象
を
与
え
る
。
そ
の
他
、
種
友
に
大
乗
的
要
素
が
指
摘
さ
れ
て
、
著
者
の

こ
の
分
野
に
対
す
る
学
識
の
深
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、

更
に
大
乗
的
要
素
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
点
を
付
加
し
た
い
。
即
ち
、
本

論
冒
頭
に
「
般
若
遍
諸
法
大
悲
摂
衆
生
」
に
始
ま
る
序
偶
が
存
す
る
が
、

こ
こ
に
大
乗
佛
教
の
特
徴
た
る
般
若
の
智
慧
と
佛
の
大
慈
悲
が
対
句
で
示

さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
本
論
の
勢
頭
に
掲
げ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
本
論
書
の
性
格
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
指
標
と
な
る

』
ヘ
ノ
Ｏ

第
九
章
は
、
「
組
織
の
概
要
」
で
あ
る
。
本
論
害
に
は
、
百
四
十
五
の

問
題
標
示
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
の
言
う
実
際
上
の
細
分
百
八
十
七

に
基
づ
い
て
、
本
論
言
の
組
織
の
概
要
が
詳
細
に
図
示
さ
れ
て
お
り
、
読
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者
に
益
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
。

第
十
章
で
は
、
婆
沙
論
等
の
有
部
諸
論
害
と
比
較
し
つ
つ
、
本
論
書
の

立
場
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
本
論
害
の
特
徴
は
、
前
述
の
如
く
、
あ
る
問

題
に
対
し
て
㈲
諸
義
を
列
挙
す
る
こ
と
、
目
評
取
が
極
め
て
稀
で
あ
る
こ

と
の
二
点
で
あ
っ
た
が
、
ま
ず
こ
の
点
が
他
の
諸
論
書
と
論
の
性
格
を
異

に
す
る
こ
と
が
論
ぜ
ら
れ
、
つ
ま
り
は
諭
吉
製
作
の
目
的
の
相
違
に
帰
趨

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
目
的
に
つ
い
て
、
著
者
は
本
論
害
の
最
初
に
明
示

さ
れ
て
い
る
外
道
破
斥
、
四
諦
の
聖
教
の
顕
揚
と
い
う
対
外
的
理
由
と
佛

教
内
の
党
派
的
対
立
抗
争
の
停
止
と
い
う
対
内
的
理
由
か
ら
本
論
書
が
製

作
さ
れ
た
と
し
、
評
取
す
る
こ
と
の
稀
で
あ
る
こ
と
も
、
こ
の
理
由
に
よ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
外
道
を
斥
け
正
法
に
帰
せ
し
め
、
四

諦
正
見
の
人
た
ら
し
め
ん
と
し
た
発
智
論
、
婆
沙
論
の
精
神
を
受
け
て
、

四
諦
諭
は
末
端
の
論
議
に
時
を
費
す
こ
と
な
く
、
取
捨
任
情
と
し
て
、

「
要
は
四
諦
の
真
意
を
知
り
、
正
見
に
も
と
づ
い
て
、
正
行
実
践
の
人
た

ら
し
め
た
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
目
的
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
一

○
八
頁
）
と
結
論
さ
れ
る
。

以
上
が
四
諦
論
に
対
す
る
研
究
序
説
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
に

よ
っ
て
本
論
書
の
梗
概
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
本
論
は
、
本
論
書
の
和
訳
と
そ
の
註
解
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
以

下
、
若
干
の
気
付
い
た
点
を
述
雫
へ
て
み
た
い
。
ま
ず
原
語
を
当
て
る
操
作

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
問
題
に
対
し
て
は
、
初
め
に
本
論
害
が

い
か
な
る
原
語
で
書
か
れ
て
い
た
か
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
吉
一
五
八
頁
で
「
勝
箸
波
葉
噛
（
経
）
」
の
原
語
を
「
巴
利
語
の
⑳
冨
昌
‐

困
冒
（
毒
蛇
）
の
音
写
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
は
め
陣
．
鰹
冒
殴
凰

（
勺
豐
》
、
目
の
四
目
樹
の
一
種
）
を
あ
て
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
本
書
二

四
三
頁
で
「
波
伽
等
焼
然
成
灰
」
と
本
文
に
あ
る
中
の
波
伽
を
不
明
と
し
な

が
ら
も
、
こ
れ
に
普
通
・
〈
－
リ
語
と
考
え
ら
れ
る
穂
］
烏
凹
或
は
己
鳥
匡
四

が
予
想
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
は
断
定
は
で
き
な
い
が
、
の
犀
・
目
冨
と

も
考
え
得
る
。
本
書
二
七
○
頁
で
、
頗
悉
多
、
何
羅
、
波
尼
を
渇
愛
の
別

名
と
す
る
が
、
こ
こ
は
替
え
と
し
て
、
人
の
手
に
別
名
あ
る
の
を
言
う
の

だ
か
ら
、
順
次
菌
の
３
》
冨
吋
四
』
圃
巨
を
あ
て
る
零
へ
き
で
あ
ろ
う
。
訳
に

つ
い
て
は
、
本
書
一
四
七
頁
に
「
害
生
静
出
」
と
本
文
に
あ
る
の
を
害
生

（
苦
諦
）
、
諄
（
静
の
誤
植
）
出
（
集
諦
）
と
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く
害

（
苦
諦
）
、
生
（
集
諦
）
、
静
（
滅
諦
）
、
出
（
道
諦
）
と
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
訳
文
は
お
お
む
ね
平
易
で
、
註
解
も
豊
富
で
あ
る
。
た
だ
訳
文
中

に
時
と
し
て
旧
訳
た
る
真
諦
訳
の
漢
語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で

多
少
の
戸
惑
を
感
じ
た
。
巻
末
の
英
文
要
旨
の
中
で
、
四
諦
論
の
原
語

の
鼻
巳
］
の
ｐ
ｑ
甲
自
己
。
蟹
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
原
典
も
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳

も
存
在
し
な
い
現
在
、
こ
れ
は
推
定
の
域
を
出
な
い
で
あ
ろ
う
。
南
条
目

録
は
こ
れ
を
９
首
Ｈ
閨
ｑ
沙
ｉ
獣
印
吋
Ｐ
と
し
て
い
る
。
同
じ
英
文
要
旨
一
三

頁
の
鼠
冒
ぐ
の
目
呂
は
圃
買
冨
昇
『
①
身
風
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お

本
書
全
体
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
誤
植
等
が
か
な
り
目
立
っ
た
の

が
残
念
で
あ
っ
た
。
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
諸
法
を
相
・
用
・
縁
・

義
の
四
方
面
か
ら
定
義
し
た
り
（
三
九
七
ａ
’
三
九
八
ａ
）
、
或
は
相
・
事
・

縁
の
三
方
面
か
ら
定
義
し
た
り
す
る
（
三
八
一
ｃ
以
下
）
の
は
、
パ
ー
リ
で

相
・
味
・
起
・
足
処
の
四
方
面
か
ら
定
義
す
る
の
を
思
わ
せ
て
興
味
が
も

た
れ
た
。
ま
た
、
信
が
正
見
の
摂
と
せ
ら
れ
、
八
聖
道
中
に
正
信
を
加
え

な
い
理
由
が
示
さ
れ
て
あ
る
（
三
九
四
ｂ
）
の
は
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。
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以
上
、
卑
見
を
雑
え
て
感
ず
る
ま
ま
を
記
し
た
が
、
四
諦
論
の
研
究
書 

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
四
諦
の
研
究
は
今
後
一
層
の
隆
盛
を
見
る
こ 

と
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
の
な
い
現
今
に
於
て
、
本
書
の
刊
行
は
高
く 

と
で
あ
ろ
う
。

評
価
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
親
し
く
本
論
書
に
接
す
る
こ

(

昭
和
四
十
七
年
二
月
、
永
田
文
昌
堂• 
A
 5

版
、
四
、A
O
O

円)
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