
四
大
乗
思
想

鳩
摩
羅
什
が
挑
秦
の
佛
教
思
想
界
に
巻
き
起
し
た
波
澗
の
本
質

は
↑
一
口
に
言
え
ば
！
大
乗
と
い
う
観
念
を
極
め
て
組
織
化
さ
れ

た
教
学
に
則
っ
て
導
入
し
、
徹
底
し
た
大
乗
主
義
を
挙
揚
し
た
こ

と
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
時
の
佛
教
界
を
混
乱
に
陥
れ
、
延

い
て
は
漢
人
学
匠
の
思
想
的
脱
皮
を
強
要
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
羅
什
の
大
乗
思
想
の
教
学
面
は
い
う
ま
で
も
な
く
中

論
・
百
論
・
十
二
門
論
・
大
智
度
論
な
ど
に
盛
ら
れ
た
龍
樹
・
提

婆
の
立
場
を
根
幹
と
す
る
。
そ
し
て
大
乗
の
論
師
と
し
て
の
羅
什

の
主
張
の
力
強
さ
は
、
彼
自
身
が
最
初
に
奉
じ
た
佛
教
を
自
ら
小

乗
教
で
あ
る
と
批
判
し
て
放
榔
し
、
転
じ
て
大
乗
教
学
を
宣
揚
す

る
に
至
っ
た
と
い
う
そ
の
経
歴
に
よ
る
の
で
あ
る
。
幾
分
伝
説
的

で
は
あ
る
が
、
彼
の
伝
記
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
通
り
、
彼
は
、
小

僧

叡
の
研
究

/一へ、

－－7－凸

『、

l

、－〆′

乗
有
部
の
佛
教
が
全
盛
を
誇
っ
て
い
た
時
代
の
亀
效
に
生
ま
れ
育

ち
、
長
じ
て
有
部
の
根
拠
地
痴
賓
に
留
学
し
、
若
く
し
て
そ
の
学

才
が
広
く
認
め
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
と
い
う
こ

と
は
、
宗
教
と
し
て
も
、
思
想
と
し
て
も
、
学
問
と
し
て
も
、
そ

れ
ま
で
の
彼
に
と
っ
て
有
部
の
教
学
が
佛
教
の
す
べ
て
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
後
に
、
沙
勒
に
於
い
て
大
乗
の

僧
、
須
利
耶
蘇
摩
に
遇
う
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
を
機
と
し
て
大
乗

佛
教
へ
と
急
転
し
た
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
と
大

乗
と
が
単
に
思
想
と
し
て
二
つ
の
系
統
を
成
し
て
い
た
と
い
う
に

止
ま
ら
ず
、
既
に
西
域
地
方
一
帯
に
、
教
団
と
も
い
う
べ
き
社
会

的
勢
力
に
於
い
て
こ
の
二
つ
の
系
統
の
教
学
が
互
い
に
強
い
主
張

を
も
っ
て
対
抗
す
る
様
相
を
呈
し
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
羅
什

が
こ
の
二
派
の
間
の
深
刻
な
亀
裂
を
自
ら
の
う
ち
に
体
験
し
て
い

た
、
と
い
う
寺
へ
き
で
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
家
を
成

古
田

和

了]『
4ｺム
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し
た
有
部
の
教
学
を
全
面
的
に
放
棄
し
批
判
す
る
ば
か
り
か
、
新

た
に
大
乗
龍
樹
の
教
学
の
旗
幟
を
か
か
げ
る
に
至
る
に
は
、
大
き

な
動
揺
と
急
激
な
飛
躍
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
た
容
易
な
ら
ざ

る
葛
藤
と
を
経
た
上
で
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

も
そ
も
大
乗
佛
教
の
思
想
を
云
う
場
合
、
一
つ
に
は
そ
の
教
学
が

説
か
ん
と
す
る
究
極
の
理
法
の
絶
対
性
と
、
他
方
で
は
実
は
そ
の

理
法
が
、
永
い
歳
月
を
か
け
て
各
地
の
民
族
人
民
の
間
で
粁
余
曲

折
を
重
ね
て
醸
成
さ
れ
て
き
た
人
生
観
・
世
界
観
に
つ
い
て
の
一

つ
の
帰
結
で
あ
る
と
い
う
歴
史
性
・
社
会
性
と
を
切
り
離
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
従
っ
て
そ
の
思
想
を
伝
達
す
る
者
に
も
↑
そ
れ
を

受
け
継
い
で
ゆ
く
者
に
も
、
と
も
に
そ
れ
な
り
の
資
質
と
自
覚
と

が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
羅
什
以
前
に
も
大
乗
と
い
う
概
念
が
中
国
佛
教
界
に

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
指
摘
せ

①

ら
れ
て
い
る
通
り
、
用
語
と
し
て
の
小
乗
・
大
乗
の
別
が
一
般
に

既
に
知
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
の
諸
経
典
が
広
く

親
ま
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
は
未
だ
そ
の
意
味
内
容

の
把
握
が
あ
ま
り
に
も
不
徹
底
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
古
く
は
三

国
時
代
呉
の
康
僧
会
の
安
般
守
意
経
序
に

夫
安
般
者
、
諸
佛
之
大
乗
、
以
済
衆
生
之
漂
流
也
。
…
。
：
有

菩
薩
者
、
安
清
字
世
高
、
：
：
：
。
徐
乃
陳
演
正
真
之
六
度
、

②

訳
安
般
之
秘
奥
。

と
見
え
る
が
、
こ
れ
が
小
乗
系
の
禅
観
を
伝
え
た
安
世
高
を
奉
ず

る
康
僧
会
の
用
語
例
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
意
を
要
す
る
。

降
っ
て
前
秦
の
道
安
に
至
っ
て
も
そ
の
理
解
の
傾
向
に
大
差
は
認

め
ら
れ
な
い
。
同
じ
く
安
世
高
所
訳
の
陰
持
入
経
を
道
安
は

③

此
乃
大
乗
之
舟
撒
、
泥
直
之
関
路
。

と
い
っ
て
称
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
に
徴
す
れ
ば
、
小

乗
に
対
す
る
に
大
乗
な
る
語
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
決
し
て
そ
れ
ら
が
思
想
上
の
根
本
的
立
場
の
相
違
を
示
す

も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
古
く
か
ら
支
婁
迦
識
・
支
謙
・
笠
法
護
な
ど
が
般
若
・

維
摩
・
般
舟
三
昧
・
首
拐
厳
三
昧
・
正
法
華
な
ど
と
い
っ
た
大
乗

経
典
を
続
々
と
伝
訳
し
て
お
り
、
就
中
、
高
踏
的
な
立
場
か
ら
大

乗
思
想
の
優
越
性
を
強
調
し
小
乗
教
に
対
立
す
る
大
乗
の
思
想
を

力
説
し
て
い
る
筈
の
維
摩
経
・
般
若
諸
経
が
、
道
安
・
支
道
林
を

始
め
と
す
る
思
想
界
に
於
い
て
既
に
広
く
愛
好
せ
ら
れ
研
究
せ
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
般
若
の
根
本
意
趣
を
め
ぐ

っ
て
異
説
が
続
出
す
る
程
で
あ
っ
た
こ
と
は
上
来
一
瞥
し
た
通
り

で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
支
道
林
や
道
安
ら
は
般
若
義
の
無
所
著
な

る
無
為
の
境
地
の
追
求
を
通
し
て
、
一
乗
・
三
乗
の
問
題
、
ま
た

は
得
悟
の
頓
漸
の
別
に
つ
い
て
有
力
な
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
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き
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
教
に
三
乗
の
別
が
あ
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
唯
一
乗
に
帰
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
乗
頓

悟
の
前
に
は
小
乗
漸
悟
の
存
立
の
意
義
が
既
に
認
め
ら
れ
な
く
な

④

る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
般
若
経
典
の
研
究

に
よ
っ
て
、
実
際
上
、
い
う
と
こ
ろ
の
大
乗
思
想
に
合
致
す
る
説

を
立
て
得
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
道
安
が
そ
の
鼻
奈
耶
序
に

以
斯
邦
人
荘
老
教
行
、
与
方
等
経
兼
忘
相
似
、
故
因
風
易
行

⑤
也
。

と
云
っ
て
い
み
じ
く
も
反
省
し
て
い
る
通
り
、
般
若
経
を
始
め
と

す
る
大
乗
諸
経
を
以
て
「
自
他
兼
忘
、
得
意
忘
象
」
を
説
く
も
の

と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
に
止
ま
り
、
そ
れ
ら
が
佛
教
内
の
学
派
、

教
団
の
対
立
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
、
ま
た
大
小
二
教
の

間
に
は
教
理
上
の
本
質
的
な
次
元
の
相
違
が
厳
然
と
存
す
る
こ
と

ま
で
は
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
問
題
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
道
安
の
三
蔵
思
想
、
即
ち
経

と
鼻
奈
耶
と
阿
毘
曇
の
三
蔵
に
対
し
て
彼
が
示
し
た
理
解
の
不
確

実
さ
を
見
れ
ば
、
と
り
わ
け
、
阿
含
諸
経
と
般
若
諸
経
と
の
関
係

の
把
握
の
不
適
確
さ
に
注
意
す
れ
ば
、
一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ

⑥

ろ
う
。
要
す
る
に
彼
は
、
大
乗
経
も
小
乗
経
も
等
し
く
佛
説
で
あ

っ
て
、
阿
難
が
伝
承
す
る
に
際
し
て
佛
説
を
分
類
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
差
異
が
生
じ
た
、
と
い
う
如
き
見
解
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
道
安
は
、
特
に
安
世
高
系
の
小
乗
禅
経
に
学
び

つ
つ
、
然
も
大
乗
般
若
の
研
鑛
に
没
頭
す
る
と
い
う
こ
と
に
何
ら

抵
抗
を
感
ず
る
こ
と
が
な
く
、
む
し
ろ
小
乗
禅
観
と
大
乗
般
若
と

を
と
も
に
佛
説
の
名
に
お
い
て
積
極
的
に
併
せ
修
め
る
と
こ
ろ
に

こ
そ
佛
教
の
宗
極
を
尋
ね
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
慧
遠
の
場
合
は
ど
う
か
。
彼
は
そ
の
盧
山
出
修
行
方
便
禅

経
統
序
に
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

如
来
泥
日
未
久
、
阿
難
伝
其
共
行
弟
子
末
田
地
、
末
田
地
伝

舎
那
婆
斯
。
。
：
…
其
後
有
優
波
蛎
。
…
…
五
部
之
分
始
自
於

⑦
此
。

即
ち
こ
こ
で
彼
は
、
阿
難
・
末
田
地
・
舎
那
婆
斯
と
次
第
し
て
佛

法
は
正
し
く
伝
持
せ
ら
れ
て
き
た
が
、
付
法
蔵
第
四
祖
優
波
堀
の

後
の
世
代
に
至
っ
て
そ
の
伝
承
が
五
部
に
分
か
れ
た
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
、
そ
れ
が
五
分
し
た
理
由
を
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。

五
部
殊
業
、
存
乎
其
人
。
人
不
継
世
、
道
或
隆
替
。
廃
興
有

⑧

時
、
則
互
相
升
降
。
小
大
之
目
、
其
可
定
乎
。

い
ま
そ
の
意
を
取
れ
ば
次
の
よ
う
な
文
意
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
佛

法
が
伝
承
の
過
程
で
五
部
に
分
か
れ
た
の
は
、
法
そ
の
も
の
に
決

定
的
な
差
別
の
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
を
受
け
継

い
で
ゆ
く
人
々
の
資
質
に
よ
っ
て
世
俗
的
に
差
異
が
生
じ
た
の
で
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あ
る
。
だ
か
ら
正
し
く
伝
承
す
る
人
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
佛

法
に
も
盛
衰
の
別
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
そ
の
時
々

に
よ
っ
て
世
俗
に
お
け
る
佛
教
の
興
廃
が
繰
り
返
え
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
優
劣
は
常
に
交
互
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
小
と
云
っ
て
も
ま
た
大
と
云
っ
て
も
決
し
て
そ
れ
は
一

定
不
変
の
結
論
で
は
な
く
、
ま
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
の
決
定
的

な
価
値
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
慧
遠
は
以
上
の
よ

う
に
大
小
二
乗
の
別
を
法
の
伝
承
過
程
の
上
に
見
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
先
の
道
安
の
説
に
比
す
れ
ば
確
か
に
一
段
と
明
快
な
見
解

で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
ま
で
は
大
小
の
差
を

認
識
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
そ
の
見
解
を
裏
返
し
て
み
れ
ば
、

教
と
し
て
具
体
的
に
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
と
き
に
大
小
の
差
が
生
ず

る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
阿
含
も
般
若
も
維
摩
も
、

い
ず
れ
の
教
が
目
指
す
も
の
も
究
極
的
に
は
、
等
し
く
唯
一
絶
対

の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
二
教
の
そ
れ
ぞ
れ

の
教
理
上
の
差
異
が
問
題
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
に
大
乗
思
想
か

ら
す
る
価
値
観
が
全
く
持
ち
込
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
然
と
し

て
い
る
で
あ
る
》
《
ノ
。

し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
特
に
着
目
す
べ
き
こ
と
は
、
言
遠
が
以

上
の
よ
う
な
見
解
を
禅
経
序
に
述
べ
る
よ
り
も
以
前
に
、
彼
の
そ

の
よ
う
な
立
場
は
羅
什
に
よ
っ
て
既
に
厳
し
く
批
判
せ
ら
れ
、
根

本
的
に
訂
正
す
る
こ
と
が
迫
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
大
乗
大
義
章
に
見
ら
れ
る
通
り
の
、
法
身
に
関
す
る
慧
遠
の

⑨

質
疑
と
そ
れ
に
対
す
る
羅
什
の
応
答
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
慧
遠
は
、

般
若
経
に
説
く
法
身
説
法
の
説
に
関
連
し
て
、
生
滅
を
絶
し
た
佛

の
法
身
と
四
大
五
根
を
有
す
る
色
身
と
の
間
係
に
つ
い
て
の
説
明

を
羅
什
に
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
羅
什
は
、
法
身
が
身
と
称
せ

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
法
性
に
よ
っ
て
あ
る

も
の
で
あ
り
、
悟
境
の
異
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
は
不
生
不
滅
で

あ
る
こ
と
、
従
っ
て
四
大
五
根
と
い
う
如
き
性
相
の
学
を
以
て
し

て
は
、
大
乗
の
法
身
説
は
到
底
領
解
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

⑩

な
ど
を
指
摘
し
て
慧
遠
の
問
に
応
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
発

端
と
し
て
両
者
の
問
に
更
に
数
番
の
論
義
の
応
酬
が
重
ね
ら
れ
た

⑪

の
で
あ
っ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
右
の
一
例
に
も
見
ら
れ
る
通

り
、
慧
遠
は
あ
く
ま
で
も
実
体
的
な
因
果
側
係
に
於
い
て
法
身
を

考
え
よ
う
と
す
る
点
で
、
そ
の
基
本
的
発
想
は
小
乗
阿
毘
曇
の
そ

れ
に
あ
っ
た
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
羅
什
は
、
勿

論
大
乗
般
若
空
観
の
立
場
か
ら
す
る
法
身
説
を
懇
切
に
解
説
し
た

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
程
ま
で
に
大
き
な
落
差
を
明
示
さ
れ
、

そ
の
発
想
の
そ
も
そ
も
の
誤
謬
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
慧
遠
は

な
お
自
ら
の
論
理
を
疑
う
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め

て
羅
什
は
、
佛
減
後
五
百
年
に
し
て
大
乗
・
小
乗
の
分
派
が
起
り
、
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法
身
説
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
の

間
に
佛
教
の
本
質
的
な
問
題
に
つ
い
て
大
き
な
差
異
が
生
じ
た
こ

と
を
教
え
、
ま
た
こ
の
両
部
の
思
想
の
基
本
的
立
場
の
相
違
は
同

一
次
元
の
思
考
を
も
っ
て
し
て
は
律
し
得
な
い
こ
と
を
説
示
し
た

⑫

の
で
あ
る
。
そ
し
て
遂
に
羅
什
は
、

是
故
不
得
以
凡
夫
虚
妄
所
見
色
陰
以
為
実
証
、
難
無
量
功
徳

⑬

所
成
之
身
。
若
欲
取
信
者
＄
応
信
法
身
。

と
い
う
如
く
、
小
乗
教
学
へ
の
批
判
の
上
に
立
っ
て
成
っ
た
大
乗

教
学
を
、
既
に
批
判
済
み
の
小
乗
教
学
で
以
て
問
難
す
る
こ
と
の

愚
を
説
い
て
、
阿
毘
曇
の
学
に
沈
倫
す
る
慧
遠
の
基
本
的
立
場
を

厳
し
く
批
判
し
、
そ
の
思
想
の
飛
躍
を
切
に
促
す
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
も
な
お
前
述
の
通
り
、
こ
の
質
疑
応
答
の
時
か
ら
数
年
を

経
て
慧
遠
が
著
わ
し
た
盧
山
出
修
行
方
便
禅
経
統
序
に
於
い
て
、

小
乗
阿
毘
曇
に
対
す
る
慧
遠
の
先
入
観
念
は
払
拭
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
て
い
な
か
っ
た
、
或
い
は
ま
た
、
そ
れ
を
し
よ
う
と
し
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
僧
叡
の
場
合
、
羅
什
の
入
関
の
以
前
に
、
い
わ
ゆ
る
大

乗
思
想
に
つ
い
て
ど
の
程
度
に
了
解
を
し
て
い
た
か
は
正
確
に
は

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
既
に
述
令
へ
た
道
安
の
場
合
や

言
遠
の
場
合
を
考
慮
す
れ
ば
、
僧
叡
が
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
認

識
の
程
度
を
類
推
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
困
難
で
は
な
い
。
道
安

も
慧
遠
も
般
若
そ
の
も
の
の
理
解
に
於
い
て
は
、
羅
什
↑
僧
肇
か

ら
か
な
り
の
評
価
を
得
て
い
な
が
ら
、
大
乗
の
教
理
と
そ
の
歴
史

と
に
対
す
る
理
解
の
不
徹
底
と
い
う
点
で
羅
什
や
僧
肇
か
ら
の
批

判
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
延
い
て
は
こ
れ
が
ま
た
道
安
・
慧

遠
の
般
若
思
想
、
本
無
義
の
限
界
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
僧
叡
の
大
乗
思
想
と
い
う
べ
き
も
の
も
ま
た
、

当
初
は
羅
什
か
ら
の
厳
し
い
論
難
を
蒙
っ
て
大
き
く
動
揺
す
る
筈

の
も
の
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
羅
什
に
よ
る
大
智
度
論
の
翻
訳
に
際
し
て
僧
叡
が

寄
せ
た
序
に
よ
れ
ば
、

龍
樹
生
於
像
法
之
末
…
；
・
爾
乃
憲
章
智
典
、
作
蕊
釈
論
。
其

開
夷
路
也
、
則
令
大
乗
之
駕
方
軌
而
直
入
、
其
弁
実
相
也
、

⑭

則
使
妄
見
之
惑
不
遠
而
自
復
。

と
い
う
よ
う
に
、
龍
樹
の
智
度
論
が
大
乗
佛
教
の
確
立
を
告
げ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
こ
の
論
に
よ
っ
て
小
智
の
執
や
大
小

末
分
の
妄
見
が
正
さ
れ
る
こ
と
を
称
え
る
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
彼

は
、
先
ず
般
若
の
教
理
の
上
で
大
乗
教
・
小
乗
教
の
区
別
を
明
確

に
把
握
し
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
彼
は
、
そ
の
後
に
著
わ
し
た
職

疑
に
於
い
て
、

三
十
六
国
小
乗
人
也
。
此
董
流
於
秦
地
、
蓋
導
之
徒
遂
復
不

⑮

信
大
品
。

62



と
云
っ
て
、
大
品
般
若
経
を
難
ず
る
慧
導
一
派
の
過
誤
の
根
源
が

西
域
諸
国
に
於
け
る
小
乗
佛
教
教
団
に
あ
る
こ
と
を
決
め
つ
け
、

聿
字
た

如
三
十
六
国
著
小
乗
者
、
亦
復
自
以
為
日
月
之
明
、
無
以
進

於
己
也
。
而
大
心
蓼
朗
、
乃
能
鄙
其
狂
而
偏
執
自
胎
重
罪
。⑯

慧
導
之
非
大
品
、
而
尊
重
三
蔵
、
亦
不
自
以
為
照
不
周
也
。

と
云
う
如
く
、
目
前
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
小
乗
佛
教
教
団
の
偏

執
を
言
辞
を
重
ね
て
呵
し
‐
以
て
大
乗
教
の
、
従
っ
て
大
乗
教
団

の
優
越
性
を
披
瀝
し
て
い
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
教
説
の
上
に
も
、

ま
た
そ
の
教
説
の
発
展
の
歴
史
の
上
に
於
い
て
も
、
大
小
二
教
の

間
に
明
確
な
価
値
的
判
断
を
加
え
た
こ
と
が
窺
知
せ
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
本
無
義
、
性
空
義
と
称
せ
ら
れ
た
道
安

慧
遠
、
そ
し
て
ま
た
僧
叡
自
身
の
般
若
思
想
が
、
た
と
え
実
を
得

た
る
も
の
と
云
わ
れ
る
程
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
般
若

経
そ
の
も
の
が
こ
の
大
乗
思
想
運
動
を
背
景
と
し
て
出
現
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
見
落
す
な
ら
ば
、
般
若
経
に
託
さ
れ
た
根
本
的

な
使
命
と
そ
こ
に
盛
ら
れ
た
主
張
の
確
か
さ
を
了
得
で
き
な
い
こ

と
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
次
に
中
論
序
で
は
、
倒
見
を
生
じ
、

小
智
に
纒
わ
れ
て
い
た
の
で
は
、
有
無
の
二
際
、
真
俗
の
二
諦
の

会
通
統
合
を
計
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
を
憂
え
た
龍
樹

大
士
が
中
道
の
主
旨
を
こ
の
中
論
に
示
し
た
の
で
あ
る
こ
と
を
力

説
す
る
と
と
も
に
、

夫
百
梁
之
構
興
、
則
鄙
茅
茨
之
側
肥
。
都
斯
論
之
宏
曠
、
則

知
偏
悟
之
倍
鄙
。
…
…
而
今
而
後
、
談
道
之
賢
、
始
可
与
論

⑰

実
芙
。

と
述
、
へ
て
、
お
よ
そ
道
を
求
む
る
も
の
は
、
直
ち
に
小
乗
迷
学
か

ら
訣
別
す
識
へ
き
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彗

遠
が
充
分
な
理
解
を
示
し
得
な
か
っ
た
阿
含
と
般
若
と
の
関
係
も
、

僧
叡
に
は
大
乗
思
想
の
範
鳫
の
う
ち
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た

て
の
あ
っ
た
。
即
ち
大
智
釈
論
序
に

正
覚
有
以
見
邪
思
之
自
起
、
故
阿
含
為
之
作
、
知
滞
有
之
由

惑
、
故
般
若
為
之
照
。
然
而
照
本
希
夷
、
津
涯
浩
汗
、
理
超

文
表
、
趣
絶
思
境
。
以
言
求
之
、
則
乖
其
深
、
以
智
測
之
、

則
失
其
旨
。
二
乗
所
以
顛
柿
於
三
蔵
、
新
学
所
以
曝
鱗
於
龍

⑱

門
者
、
不
其
然
乎
。

と
い
う
如
く
で
あ
る
。

僧
叡
は
、
以
上
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
通
り
、
羅
什
の
訳
経
に
参

与
す
る
う
ち
に
↑
も
は
や
従
前
の
佛
教
観
を
以
て
し
て
は
龍
樹
・

羅
什
の
教
学
に
は
到
底
対
時
し
得
な
い
こ
と
を
了
解
し
、
蝶
を
ひ

ら
い
て
思
想
的
転
換
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
と
こ
こ
に
至
れ

ば
、
羅
什
・
僧
肇
か
ら
す
る
道
安
の
般
若
義
へ
の
批
判
を
僧
叡
は

甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
わ
ず
か
に
、
訳
経
の
不
備
と
龍
樹
の

戸n
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諭
書
の
未
だ
到
ら
ざ
り
し
を
以
て
釈
明
の
言
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
理
の
当
然
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。
そ
し
て
今
や
、
羅
什
流
の
大
乗
主
義
の
忠
実
な
祖
述
者
と
し

て
の
姿
を
我
が
僧
叡
の
上
に
見
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一

方
、
同
学
の
先
輩
で
あ
る
慧
遠
は
、
羅
什
訳
出
の
大
乗
諸
経
論
に

対
し
て
深
く
敬
意
を
払
い
、
そ
こ
か
ら
極
め
て
多
く
を
摂
取
し
な

が
ら
も
、
し
か
し
結
局
は
、
安
直
に
は
羅
什
に
追
随
す
る
こ
と
を

し
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
羅
什
と
そ
の
大
乗
主
義
に

対
す
る
両
者
の
反
応
の
相
異
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
両
者
の
禅
思
想
に
も
っ
と
明
瞭
に
表
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

僧
叡
も
慧
遠
も
、
年
限
の
長
短
こ
そ
あ
れ
、
先
ず
道
安
の
門
下

に
あ
っ
て
、
陰
持
入
経
、
修
行
道
地
経
、
十
二
門
経
、
安
般
守
意

経
な
ど
安
世
高
所
訳
の
小
乗
系
禅
経
に
よ
っ
て
禅
業
に
励
ん
だ
こ

と
が
、
両
者
に
共
通
す
る
。
更
に
僧
叡
が
、

禅
法
者
、
向
道
之
初
門
、
泥
疸
之
津
径
也
。
此
土
先
出
修
行

大
小
十
二
門
大
小
安
般
、
雌
是
其
事
既
不
根
悉
、
又
無
受
法
、

⑲

学
者
之
戒
、
蓋
閾
如
也
。

と
云
い
、
ま
た
慧
遠
が 五

禅
思
想

⑳

毎
慨
大
教
東
流
、
禅
数
尤
寡
、
三
業
無
統
、
斯
道
殆
廃
。

と
云
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
両
者
と
も
に
、
禅
観
の
重
要
不
可
欠

な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
指
針
と
な
る
や
へ
き
禅
経
が
不
備
で

あ
っ
た
こ
と
を
慨
嘆
し
、
当
時
の
時
流
と
し
て
禅
観
軽
視
の
傾
向

が
あ
っ
た
こ
と
を
不
満
と
し
て
い
た
こ
と
、
従
っ
て
外
国
三
蔵
に

よ
る
新
出
禅
経
に
非
常
な
熱
意
を
示
し
、
僧
叡
は
羅
什
に
、
慧
遠

は
佛
駄
賊
陀
羅
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
本
格
的
な
禅
経
の
訳
出
を
火

急
の
こ
と
と
し
て
懇
請
し
、
か
く
し
て
僧
叡
は
禅
秘
要
法
経
を
、

慧
遠
は
修
行
方
便
禅
経
を
得
て
大
い
に
感
激
し
た
こ
と
、
ま
た
更

に
僧
叡
が

無
禅
不
智
、
無
智
不
禅
。
然
則
禅
非
智
不
照
、
照
非
禅
不
成
。

⑳

大
哉
禅
智
之
業
、
可
不
務
乎
。

と
云
い
、
慧
遠
が
、

⑳

禅
非
智
無
以
窮
其
寂
、
智
非
禅
無
以
深
其
照
。

と
云
う
如
く
両
者
と
も
に
禅
智
相
運
の
思
想
の
上
に
禅
観
を
見
て

い
た
こ
と
な
ど
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
道
安
の
禅
観
に
対
す
る
考
え

方
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
え
ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
し
て
も
両
者
の
禅
思
想
は
多
く
の
点
で
共
通
す
る
基
盤
を
も

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
般
若
と
禅
観
と
の
相
関

関
係
を
力
説
す
る
禅
智
為
宗
と
い
う
思
想
に
於
い
て
両
者
が
こ
う

し
た
共
通
点
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
上
来
述
ゞ
へ
来
た
っ
た
よ
う
な
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般
若
思
想
、
大
乗
思
想
に
於
い
て
両
者
の
間
に
相
違
点
が
あ
っ
た

こ
と
に
は
い
ま
注
目
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
道
安
が
安
世

高
系
の
小
乗
禅
法
と
大
乗
般
若
諸
経
と
を
併
せ
修
め
た
そ
の
佛
教

観
の
不
統
一
不
徹
底
が
道
安
の
佛
教
の
限
界
と
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
が
ま
た
、
羅
什
一
派
に
よ
る
批
判
の
的
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
い
ま
は
僧
叡
と
慧
遠
の
禅
観
の
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、

同
じ
く
禅
智
相
運
を
説
く
両
者
が
禅
観
を
介
し
て
如
何
よ
う
に
羅

什
の
大
乗
般
若
教
学
に
か
か
わ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
む
し

ろ
問
題
な
の
で
あ
る
。

僧
叡
は
、
そ
の
間
中
出
禅
経
序
に

究
摩
羅
法
師
、
以
辛
丑
之
年
十
二
月
二
十
日
、
自
姑
滅
至
常

安
、
予
即
以
其
月
二
十
六
日
、
従
受
禅
法
、
既
蒙
啓
授
。
乃

画

知
学
有
成
准
、
法
有
成
条
。

と
自
ら
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
羅
什
が
関
内
に
入
る
や

数
日
の
う
ち
に
待
望
の
禅
法
を
授
け
ら
れ
、
こ
の
と
き
始
め
て
、
禅

学
に
は
依
る
蟻
へ
き
基
拠
が
備
わ
っ
て
お
り
、
禅
法
に
は
則
る
ゞ
へ
き

条
目
が
整
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
の
で
あ

る
と
い
う
。
こ
の
時
の
禅
法
が
後
に
兎
校
さ
れ
て
坐
禅
三
味
経
と

な
っ
た
の
で
あ
り
§
ま
た
僧
叡
の
伝
記
に
よ
れ
ば
、
そ
の
禅
法
は

菩
薩
禅
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
僧
叡
は
そ
の
後
こ
れ
を

⑳

日
夜
修
習
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
菩
薩
禅
は
、
既

⑮

に
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
＄
智
度
論
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ

た
。
と
す
れ
ば
、
般
若
経
の
中
に
排
列
し
て
い
る
種
々
の
禅
観
が

こ
の
論
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

禅
観
の
具
体
的
な
内
容
は
小
乗
声
聞
の
禅
法
と
異
る
と
こ
ろ
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
だ
こ
れ
が
、
智
度
論
に
説
く
よ
う
に
、

大
乗
菩
薩
の
法
と
し
て
僧
叡
に
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
彼
は

そ
れ
に
啓
発
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
上
述
の
如
く
彼
は
禅
智
相
運

の
立
場
に
立
ち
、
そ
の
上
、
空
の
理
論
に
於
い
て
智
度
論
の
権
威

を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
、
更
に
ま
た
、
そ
れ

が
歴
史
的
必
然
性
を
も
っ
て
誕
生
し
た
龍
樹
の
大
乗
思
想
の
所
産

で
あ
る
こ
と
も
学
び
取
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
彼
が
逸
速
く

小
乗
禅
か
ら
の
脱
却
を
は
か
っ
て
大
乗
菩
薩
禅
に
即
く
の
は
当
然

で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
僧
叡
の
禅
思
想
は
彼
自
身
が

⑳

人
在
山
中
学
道
、
無
師
道
終
不
成
。

と
云
っ
て
羅
什
と
の
間
に
禅
法
の
師
資
関
係
の
あ
る
こ
と
を
表
明

し
て
い
る
通
り
、
終
始
羅
什
の
影
響
下
、
完
全
に
そ
の
大
乗
主
義

に
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
一
方
の
慧
遠
は
、
智
度
諭
を
始
め
と
し
た
龍
樹

の
般
若
学
に
多
く
を
学
び
つ
つ
も
、
遂
に
小
乗
の
禅
観
を
捨
て
な

か
っ
た
。
羅
什
の
入
関
に
先
立
っ
て
、
闘
賓
の
僧
伽
提
婆
が
盧
山

に
入
り
…
慧
遠
の
請
に
よ
っ
て
法
勝
阿
毘
曇
心
論
を
訳
出
し
た
が
、

戸rー
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こ
れ
が
、
慧
遠
が
か
ね
て
よ
り
実
修
し
て
き
た
安
世
高
系
の
禅
観

に
と
っ
て
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
阿
毘
曇
心
論

は
、
従
来
明
ら
か
で
な
か
っ
た
諸
種
の
禅
観
の
相
互
関
係
や
不
統

一
な
点
を
、
組
織
的
な
教
学
の
上
で
詳
説
し
て
見
せ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
が
臘
山
に
於
け
る
慧
遠
の
一
門
に
歓
迎
さ
れ
た
の
は

当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
い
る
と
こ
ろ
へ
や
や
お
く
れ

て
↑
長
安
の
羅
什
一
派
に
追
わ
れ
た
佛
駄
政
陀
羅
が
南
下
し
て
盧

山
に
到
り
、
慧
遠
の
懇
請
に
よ
っ
て
本
格
的
な
小
乗
系
禅
経
た
る

達
摩
多
羅
禅
経
を
訳
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
禅

観
の
法
門
に
関
す
る
限
り
最
重
要
な
る
典
籍
が
盧
山
に
完
備
し
た

と
い
う
奇
へ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
山
の
禅
風
と
長
安
の
菩
薩

禅
が
接
触
す
れ
ば
当
然
何
ら
か
の
摩
擦
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
事

実
と
し
て
は
、
先
ず
長
安
の
菩
薩
禅
が
龍
樹
・
羅
什
の
権
威
を
も

っ
て
慧
遠
に
向
っ
て
そ
の
思
想
的
転
換
を
迫
っ
て
く
る
こ
と
に
な

っ
た
が
↑
慧
遠
は
こ
れ
を
冷
や
か
に
見
つ
め
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

慧
遠
は
そ
の
盧
山
出
修
行
方
便
禅
経
統
序
に
云
う
の
で
あ
る
。

頃
鳩
摩
耆
婆
宣
馬
鳴
所
述
乃
有
此
業
。
雛
其
道
未
融
、
蓋
是

⑳

為
山
於
一
費
。

文
中
の
未
融
な
る
句
は
難
解
で
あ
る
が
、
い
ま
は
安
藤
俊
雄
教
授

⑱

の
意
見
に
従
え
ば
、
羅
什
の
坐
禅
三
昧
経
で
は
声
聞
禅
・
鮮
支
佛

禅
・
菩
薩
禅
の
三
種
の
禅
観
が
並
説
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
そ
れ

ぞ
れ
相
互
の
有
機
的
な
融
会
統
一
の
関
係
が
説
か
れ
て
い
な
い
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
即
ち
、
菩
薩
禅
、
直
接
に
は

そ
の
根
拠
と
な
る
羅
什
の
坐
禅
三
昧
経
は
、
未
だ
充
分
な
も
の
と

は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
少
し
は
有
益
な
と
こ
ろ
も
あ
る
、
と
い

う
の
が
そ
の
文
勢
で
あ
る
。
慧
遠
の
こ
の
論
評
は
、
前
述
の
よ
う

な
大
小
二
乗
の
分
化
を
伝
承
の
過
程
に
生
じ
た
区
別
と
見
て
、

よ
り
根
源
的
な
形
態
と
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
小
乗
禅
観
を
重
視
し
、

羅
什
の
立
場
を
そ
の
亜
流
で
あ
る
と
見
る
と
こ
ろ
に
根
拠
を
も
つ

の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
方
で
は
、
佛
駄
肱
陀
羅
の
訳
出
し
た
禅
経

に
寄
せ
た
序
文
で
あ
る
盧
山
出
修
行
方
便
経
統
序
に
は

今
之
所
訳
出
、
自
達
摩
多
羅
与
佛
大
先
。
其
人
西
域
之
俊
、

⑳

禅
訓
之
宗
。
捜
集
経
要
、
勧
発
大
乗
。
・
・
…
．

な
ど
と
述
べ
て
、
佛
駄
肱
陀
羅
所
訳
の
神
経
の
伝
承
の
正
し
さ
と

そ
の
権
威
の
高
さ
を
屡
説
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

い
。
羅
什
は
、
大
乗
教
と
小
乗
教
と
の
歴
史
的
関
係
や
教
理
上
の

優
劣
を
説
き
、
慧
遠
が
劣
っ
た
小
乗
教
学
に
固
執
す
る
も
の
と
見

倣
し
て
、
そ
の
思
想
的
基
調
、
と
り
わ
け
阿
毘
曇
の
学
と
直
結
し

た
慧
遠
の
禅
思
想
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に

対
し
て
慧
遠
は
、

固
知
形
運
以
廃
興
自
兆
、
神
用
則
幽
歩
無
跡
、
妙
動
難
尋
↑

⑳

渉
健
生
異
。
可
不
慎
乎
、
可
不
察
乎
。

ハハ
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と
云
っ
て
、
大
と
称
し
小
と
碇
む
の
は
世
俗
に
於
け
る
一
時
的
な

分
派
対
立
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
対
立
を
越
え

た
と
こ
ろ
に
い
わ
ば
出
世
間
的
な
真
理
を
積
極
的
に
志
求
す
る
自

ら
の
姿
勢
を
敢
え
て
論
理
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
彼
は
続
け
て
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

其
為
教
也
、
無
数
方
便
以
求
寂
然
。
寂
乎
唯
寂
、
其
擬
一
耳
。

而
尋
条
求
根
者
衆
、
統
本
運
末
者
寡
。
或
将
聲
而
不
至
、
或

⑪

守
方
而
未
変
。

即
ち
、
佛
法
に
大
小
二
乗
の
別
が
あ
る
と
云
い
、
ま
た
五
部
の
分

派
が
起
っ
た
と
云
う
け
れ
ど
も
↑
そ
も
そ
も
教
と
い
う
も
の
に
は

無
数
の
方
便
が
あ
り
、
人
は
そ
れ
に
よ
っ
て
寂
然
た
る
境
地
を
求

め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
寂
然
た
る
境
地
が
寂
た
る
こ
と
に
於
い
て

す
べ
て
の
教
説
は
摸
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
の
派
生

的
な
枝
葉
の
対
立
概
念
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
佛
法
の
根
本
を
求
め

よ
う
と
す
る
も
の
が
多
く
、
逆
に
、
多
端
な
も
の
を
統
一
し
た
と

こ
ろ
か
ら
末
節
の
意
味
を
く
み
と
る
も
の
は
少
な
い
。
だ
か
ら
或

る
者
は
佛
法
の
本
質
に
至
ろ
う
と
し
な
が
ら
至
り
得
ず
、
ま
た
或

る
者
は
一
方
に
固
執
す
る
だ
け
で
融
通
が
き
か
な
い
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
慧
遠
は
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
羅
什
か
ら
の
批
判
に
対
す
る
強
烈
な
逆
襲
と
見

る
霧
へ
き
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ら
の
言
辞
が
、
恩
師
道
安
の
ひ
た
む

き
な
求
道
精
神
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
ぐ
だ
け
の
も
の
な
ら
ば
、
慧

遠
の
態
度
は
あ
ま
り
に
も
理
想
主
義
的
敬
戻
主
義
的
で
あ
り
過
ぎ

る
。
も
し
ま
た
そ
れ
が
、
佛
駄
賊
陀
羅
の
権
威
に
於
い
て
す
る
も

の
で
、
も
う
一
方
の
権
威
で
あ
る
羅
什
に
対
す
る
批
判
そ
れ
の
み

に
止
ま
る
な
ら
ば
、
結
果
的
に
は
慧
遠
自
身
も
既
に
羅
什
に
よ
る

亀
蕊
の
禅
法
と
佛
駄
賊
陀
羅
に
よ
る
堀
賓
系
の
禅
法
と
の
対
立
、

長
安
と
臓
山
と
の
教
勢
上
の
抗
争
の
渦
中
に
身
を
置
い
て
い
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
↑
も
し
そ
れ
が
、
無
の
思
想
の
絶

対
性
の
故
に
、
然
も
世
俗
の
相
対
性
を
よ
り
厳
格
に
肯
定
し
、
そ

の
た
め
に
敬
虐
主
義
と
か
抗
争
と
か
の
側
面
を
も
ち
、
そ
の
上
で

小
乗
阿
毘
曇
の
学
に
敢
え
て
意
を
傾
注
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
彼

は
羅
什
の
実
相
空
観
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
雄
大
な
規
模

の
思
想
性
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
て
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
慧
遠
の
禅
思
想
は
、
と
に
か
く
そ
の
教
理

上
の
不
徹
底
を
批
判
さ
れ
る
要
素
を
残
し
な
が
ら
、
或
る
意
味
で

は
、
そ
の
不
徹
底
さ
の
故
に
こ
そ
、
現
象
と
し
て
は
羅
什
の
禅
思

想
に
対
し
て
反
抗
的
な
姿
勢
を
保
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
に

反
し
て
僧
叡
の
場
合
は
、
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
禅
思
想

に
於
い
て
急
激
な
転
換
を
遂
げ
、
徹
頭
徹
尾
羅
什
の
大
乗
主
義
の

禅
法
を
絶
対
の
も
の
と
し
て
支
持
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
逆
か
ら
云
え
ば
、
僧
叡
は
羅
什
へ
の
期
待
と
追
随
の
あ
ま
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僧
叡
の
思
想
的
立
場
を
知
る
上
に
、
最
後
に
若
干
の
補
足
を
試

み
る
な
ら
ば
、
残
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
問
題
点
の
う
ち
、
彼
の
教

⑫

判
論
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
と
よ
り
教
判
と
い
っ

て
も
、
こ
の
当
時
は
未
だ
精
密
な
教
相
の
判
択
の
実
を
得
て
い
た

と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
中
国
の
佛
教
は
翻
訳
佛
典

に
よ
る
佛
教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
特
色
と
さ
れ
る
の
で
、

そ
の
た
め
に
佛
典
が
一
旦
翻
訳
さ
れ
た
後
は
、
も
は
や
原
典
に
ま

つ
わ
る
種
々
の
問
題
を
全
く
顧
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
目
前
に

提
示
さ
れ
た
経
典
諭
書
を
如
何
に
解
釈
し
、
そ
こ
か
ら
何
を
汲
み

取
り
、
そ
し
て
そ
の
上
に
如
何
な
る
思
想
を
組
み
立
て
得
る
か
と

い
う
こ
と
が
当
初
か
ら
の
最
大
の
関
心
事
と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ

に
教
判
と
い
う
独
得
の
操
作
が
必
要
と
さ
れ
て
く
る
理
由
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
僧
叡
の
当
時
と
雌
も
、
教
判
に
は
大
ま
か
に
云
っ

て
次
の
三
つ
の
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ

の
第
一
は
経
典
に
は
種
々
雑
多
な
教
相
が
あ
る
こ
と
に
注
目
し

な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
等
し
く
佛
説
と
し
て
受
容
し
て
ゆ
く
た
め

り
、
そ
の
大
乗
主
義
と
禅
思
想
に
対
す
る
着
実
な
吟
味
を
試
み
る

条
件
を
欠
き
、
ま
た
そ
の
余
裕
を
も
た
な
か
っ
た
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。÷

〃、

教

ドI

三△‐

同1冊

に
、
佛
典
そ
れ
ぞ
れ
の
間
に
矛
盾
点
が
発
見
さ
れ
れ
ば
そ
れ
を
何

と
か
会
通
さ
せ
、
全
体
と
し
て
調
和
さ
せ
よ
う
と
計
る
こ
と
、
第

二
に
は
、
諸
経
そ
れ
ぞ
れ
の
教
義
内
容
を
分
類
盤
理
し
、
む
し
ろ

積
極
的
に
相
違
点
を
探
索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
経
典
に
賦
与

せ
ら
れ
た
教
理
上
の
個
別
的
な
役
割
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、

第
三
に
は
、
お
の
お
の
の
経
典
の
個
別
性
を
統
一
す
る
よ
う
な
佛

教
の
根
本
理
念
を
追
求
し
、
そ
の
統
合
理
念
に
沿
っ
て
諸
経
そ
れ

ぞ
れ
の
教
説
に
一
定
の
体
系
を
与
え
↑
更
に
そ
の
体
系
の
う
ち
か

ら
佛
教
の
宗
極
を
表
わ
す
と
思
わ
れ
る
経
典
を
選
び
取
っ
て
ゆ
こ

う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
教
判
は
、
格
義
か
ら
脱
却
し
た
佛

教
学
が
次
に
進
む
べ
き
段
階
で
あ
っ
た
と
い
う
詞
へ
き
で
あ
る
。

先
ず
僧
叡
は
、
す
べ
て
の
経
典
が
等
し
く
佛
説
で
あ
る
と
い
う

理
由
を
も
っ
て
い
ず
れ
も
が
同
等
の
価
値
を
も
つ
も
の
と
い
う
考

え
を
も
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
阿
含
経
と
般
若
経
と
に
対
す
る
彼
の
見
解
に
よ
っ
て
知
る
こ

⑬

と
が
で
き
る
。
即
ち
彼
は
大
乗
思
想
の
立
場
か
ら
！
阿
含
・
般
若

二
経
そ
れ
ぞ
れ
が
説
く
教
説
内
容
そ
の
も
の
を
比
皎
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
両
経
が
説
き
出
さ
れ
た
目
的
と
そ
の
果
す
、
へ
き
役
割
と

に
つ
い
て
一
往
の
解
釈
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
智
度

論
を
中
心
と
す
る
龍
樹
・
羅
什
の
説
を
祖
述
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
以
て
僧
叡
は
曾
て
道
安
が
そ
の
陰
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持
入
経
序
に

世
雄
授
薬
、
必
因
本
病
。
病
不
能
均
、
是
故
衆
経
、
相
待
乃

⑭備
。

と
云
っ
て
、
教
相
の
不
同
を
直
視
す
る
こ
と
よ
り
も
、
ひ
と
え
に

対
機
の
不
同
に
の
み
解
釈
の
力
点
を
置
い
た
そ
の
不
充
分
さ
を
正

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
僧
叡
は
阿
含
経

と
大
乗
経
と
の
間
の
根
本
的
な
教
説
の
差
異
を
明
ら
か
に
し
た
の

で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
声
聞
道
と
菩
薩
道
と
の
別
を
明
ら
か
に
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
然
ら
ば
、
法
華
経
に
説
く
羅
漢
受
記
作
佛

の
説
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
。
そ
れ
が
次
に
問
題
と
な
っ
て
く
る
〈

そ
れ
ま
で
の
佛
教
界
で
は
、
声
聞
の
不
作
佛
を
説
く
般
若
経
・
維

際
経
が
圧
倒
的
に
流
布
し
愛
好
せ
ら
れ
、
法
華
経
が
人
為
の
注
意

を
惹
く
こ
と
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
か
ら
、
羅
什
が
改
め
て
般
若

紙
摩
な
ど
と
共
に
法
華
経
を
翻
訳
す
る
に
及
ん
で
、
声
聞
の
受
記

作
佛
と
い
う
よ
う
な
説
相
を
異
に
し
た
法
華
経
が
に
わ
か
に
注
目

を
集
め
、
こ
れ
を
如
何
に
し
て
受
け
入
れ
、
そ
し
て
そ
れ
に
ど
の

よ
う
な
地
位
を
与
え
る
か
が
直
ち
に
解
決
す
べ
き
課
題
と
な
っ
て

表
面
に
出
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
法
華
経
に
対
す
る
疑

問
の
表
わ
れ
が
、
慧
遠
に
よ
る
羅
什
へ
の
質
問
と
な
っ
た
の
で
あ

⑮る
。
こ
の
と
き
の
慧
遠
に
は
般
若
経
が
発
想
の
基
準
と
な
っ
て
お

り
、
そ
の
基
準
に
照
し
て
法
華
経
の
教
相
を
解
釈
し
よ
う
と
試
み

る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
羅
什
は
、
大
乗
大
義
章
に
於
い

て
法
華
と
般
若
・
維
摩
と
の
関
係
、
法
華
と
智
度
論
と
の
関
係

に
言
及
す
る
こ
と
が
一
再
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
の
慧
遠
に
対
す
る
解
答
の
要
点
は
、
般
若
経
・
維
摩
経
の
教
説

に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
華
経
を
法
華
経
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
を
勧
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
法
華

経
に
は
他
経
に
説
か
ぬ
羅
漢
作
佛
の
説
が
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
こ

の
経
を
疑
っ
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
逆
に
、
法
華
経
に
の
み
羅
漢
作

佛
の
説
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
以
て
他
経
を
難
じ
て
は
な
ら
な

い
。
一
経
に
執
着
す
る
こ
と
な
く
、
或
い
は
羅
漢
の
作
佛
を
説
き
、

或
い
は
不
作
佛
と
説
く
そ
の
真
意
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
の
が
羅
什
の
解
答
の
概
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

僧
叡
は
法
華
経
後
序
に
、

法
華
経
者
、
諸
佛
之
秘
蔵
、
衆
経
之
実
体
也
。

と
云
い
、
明
快
に
も
法
華
経
に
独
特
の
地
位
を
定
め
、
ま
た

至
如
般
若
諸
経
、
深
無
不
極
、
故
道
者
以
之
而
帰
。
大
無
不

該
、
故
乗
者
以
之
而
済
。
然
其
大
略
、
皆
以
適
化
為
本
。
応

務
之
門
、
不
得
不
以
善
権
為
用
。
権
之
為
化
、
悟
物
雛
弘
、

⑯

於
実
体
不
足
、
皆
属
法
華
、
固
其
宜
英
。

と
い
う
如
く
、
般
若
の
諸
経
は
深
く
大
き
い
こ
と
極
ま
り
な
い
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
適
化
の
善
権
を
体
と
し
用
と
す
る
の
で
あ
っ
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て
、
一
実
を
明
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
法
華
経
に
は
及
ば
な
い

と
し
、
法
華
経
の
偉
大
さ
を
称
揚
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
後

に
小
品
般
若
が
訳
さ
れ
る
と
、

法
華
鏡
本
以
凝
照
、
般
若
冥
末
以
解
懸
。

と
云
っ
て
、
法
華
・
般
若
二
経
の
関
係
と
そ
れ
ぞ
れ
の
教
説
の
意

趣
目
的
を
明
確
な
ら
し
め
、
更
に
、

⑰

是
以
法
華
般
若
相
待
以
期
終
、
方
便
実
化
冥
一
以
侠
尽
。

と
述
べ
て
、
両
教
の
相
待
の
関
係
に
於
い
て
佛
教
の
教
理
が
完
成

す
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
般
若
・
法
華
の
二
経
に
関
す
る
僧

叡
の
こ
の
主
張
は
、
羅
什
の
意
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、
智
度

論
を
所
依
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
彼
は
、
智
度
論
の
権
威

に
よ
っ
て
、
慧
遠
に
於
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
従
前
の
法
華
経
観

を
、
延
い
て
は
般
若
経
観
を
も
、
是
正
す
る
役
割
を
果
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

僧
叡
の
教
判
論
は
、
慧
観
の
頓
漸
五
時
説
の
よ
う
に
整
備
さ
れ

た
も
の
で
は
な
く
て
、
ま
た
諸
経
の
中
か
ら
特
に
一
経
を
宗
要
と

し
て
選
び
と
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
筐
に
、
阿
含
。
般
若
・
法
華

の
諸
経
の
教
義
内
容
の
分
類
整
理
に
よ
っ
て
各
経
典
の
個
別
的
な

地
位
の
確
認
に
成
功
し
、
特
に
懸
案
の
法
華
経
の
地
位
を
判
定
し

得
た
こ
と
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
の
有
機
的
な
連
関
に
於
い
て
佛

教
の
本
質
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
得
た
こ
と
に
止
ま

る
が
、
彼
が
諸
経
の
判
別
に
当
っ
て
智
度
論
を
そ
の
準
拠
と
し
た

こ
と
は
、
時
の
思
想
界
に
画
期
的
な
展
開
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

り
、
彼
は
こ
れ
に
絶
対
の
信
頼
と
自
信
と
を
も
っ
た
筈
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
は
彼
が
、
智
度
論
を
あ
ら
ゆ
る
佛
教
教
説
の

判
別
の
た
め
の
最
高
の
指
南
と
し
た
た
め
に
、
次
に
新
た
な
問
題

に
出
遇
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
中
諭
・
百

諭
・
十
二
門
論
の
三
論
と
智
度
論
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
起
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
龍
樹
・
提
婆
そ
し
て
羅
什
の
教
学
を

直
接
の
依
拠
と
す
る
限
り
、
こ
の
四
論
の
相
互
の
関
係
と
、
そ
れ

ら
が
全
体
と
し
て
何
を
主
張
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
当
然
明
ら

か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

僧
叡
は
、
中
論
序
に

百
諭
治
外
以
燗
邪
、
斯
文
誌
内
以
流
滞
、
大
智
釈
諭
之
淵
博
、

十
二
門
観
之
精
詣
、
尋
斯
四
者
、
真
若
日
月
入
侠
、
無
不
朗

⑱

然
肇
徹
芙
。

と
い
う
如
く
、
四
論
そ
れ
ぞ
れ
の
特
長
を
列
挙
し
、
四
論
全
休
の

偉
大
さ
を
称
え
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
の
問
題
は
、

後
に
法
顕
に
よ
る
泥
疸
経
が
出
現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
淵
博
な
る

大
智
度
論
も
泥
疸
経
に
対
し
て
は
、
そ
の
教
判
の
直
接
の
基
準
と

な
り
得
ず
、
絶
対
の
信
頼
を
置
い
た
羅
什
が
知
ら
な
か
っ
た
経
典

が
到
来
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
次
の
時
代
の
大
き
な
話
題
に
な
ろ
う
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と
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
僧
叡
に
激
し
い
動
揺
を
呼

び
起
し
、
新
時
代
へ
の
大
き
な
期
待
と
不
安
定
な
予
感
と
を
交
互

さ
せ
た
に
相
違
な
い
。
そ
こ
で
僧
叡
は
、
法
華
経
と
新
来
の
泥
疸

経
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
述
識
へ
る
と
と
も
に
、
兼
ね
て
羅
什
の

立
場
を
弁
護
す
る
こ
と
に
立
ち
皿
わ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ

づ
（
〕
Ｏ

什
公
時
、
雌
未
有
大
般
泥
疸
文
、
已
有
法
身
経
明
佛
法
身
、

即
是
泥
疸
也
。
与
今
所
出
若
合
符
契
。
此
公
若
得
聞
此
佛
有

真
我
、
一
切
衆
生
皆
有
佛
性
、
便
当
応
如
白
日
朗
其
胸
衿
、

⑲

甘
露
潤
其
四
体
、
無
所
疑
也
。

即
ち
、
疸
泥
経
の
悉
有
佛
性
は
法
華
経
の
開
佛
知
見
と
同
帰
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
二
経
の
問
に
は
根
本
的
な
意
趣
の
差
異
が
な
い
こ

と
を
云
い
、
法
身
の
寿
量
を
説
い
た
法
華
経
を
訳
出
し
た
羅
什
三

蔵
が
悉
有
佛
性
を
知
ら
な
か
っ
た
筈
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
も

し
こ
の
泥
疸
経
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
大
い
に
そ
の
意

を
得
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に

三
蔵
法
其
染
滞
、
般
若
除
其
虚
妄
、
法
華
開
一
究
寛
、
泥
疸

⑳

閻
其
実
化
。
此
三
津
開
照
、
照
無
遣
突
。

と
い
う
よ
う
に
、
小
乗
教
と
般
若
と
法
華
・
浬
藥
と
の
連
関
を
あ

ら
た
め
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

僧
叡
に
ま
っ
わ
る
い
。
く
っ
か
の
問
題
を
整
理
し
、
彼
の
佛
教
思

想
の
傾
向
と
そ
の
意
識
状
況
の
推
移
と
を
以
上
の
如
く
数
々
の
先

学
の
業
績
に
負
い
つ
つ
烏
雌
し
て
み
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
、

羅
什
を
介
し
て
起
っ
た
波
潤
と
、
荷
桃
二
秦
時
代
に
於
け
る
佛
教

思
想
界
の
動
向
と
を
ほ
ぼ
窺
知
す
る
の
料
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

僧
叡
は
、
翻
訳
論
に
於
い
て
は
、
絶
大
な
る
信
頼
を
寄
せ
た
道

安
の
学
識
が
羅
什
の
来
朝
以
後
も
充
分
に
権
威
を
も
つ
も
の
と
し

て
自
信
を
深
め
た
。
般
若
思
想
に
関
し
て
は
、
羅
什
の
批
判
に
遇

え
ば
道
安
一
門
の
般
若
義
も
決
し
て
充
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
知
っ
た
が
、
当
時
の
訳
文
の
不
備
と
い
う
障
害
を
考
慮
す

れ
ば
、
旧
来
の
般
若
義
の
中
で
は
道
安
の
そ
れ
が
最
も
勝
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
大
乗

思
想
の
問
題
に
な
る
と
、
あ
の
深
き
を
誇
っ
た
道
安
一
門
の
佛
教

学
と
雌
も
、
完
全
に
羅
什
に
圧
倒
さ
れ
て
い
さ
さ
か
の
弁
明
の
余

地
も
僧
叡
に
は
見
当
ら
ず
、
遂
に
彼
自
身
は
羅
什
教
学
に
追
随
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
結
果
、
禅
思
想
に
於
い
て
は
、

積
極
的
に
羅
什
の
禅
観
を
祖
述
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

教
判
諭
に
於
い
て
は
、
佛
教
の
全
体
を
見
渡
す
こ
と
に
汲
々
と
し
、

ま
た
曾
て
彼
が
道
安
の
佛
教
学
を
か
か
げ
て
未
知
な
る
龍
樹
の
教

七
結
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学
に
対
面
し
、
瀧
身
の
努
力
を
払
っ
て
新
旧
を
会
通
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
と
、
丁
度
同
じ
よ
う
に
、
や
っ
と
消
化
し
た
ば
か
り
の
羅

什
教
学
を
か
か
え
て
新
し
く
浬
藥
経
の
教
説
に
対
処
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
彼
の
立
場
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
総
合
し
て
み
る
と
、
彼
が
↑
道
安
以
来
の
旧
勢
を
堅
持
し

よ
う
と
す
る
最
初
の
立
場
か
ら
、
次
第
に
新
来
の
羅
什
の
教
学
の

中
に
埋
没
し
て
ゆ
く
過
程
を
見
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
い
ま
こ
こ
で
は
、
僧
叡
の
生
涯
に
於
け
る
い
く
つ
か

の
問
題
を
編
年
的
に
順
序
立
て
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

歴
史
事
実
と
し
て
は
相
前
後
す
る
事
柄
を
、
最
初
に
設
定
し
た
問

題
ご
と
に
大
ま
か
に
類
別
し
配
列
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
と
い

う
こ
と
は
、
羅
什
の
入
関
以
後
の
彼
の
思
想
に
は
大
き
な
混
乱
が

あ
っ
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

彼
の
見
解
が
時
間
的
に
前
後
矛
盾
し
た
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も

大
き
な
混
乱
で
あ
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
佛
教
思
想
が
歴
史

の
同
一
直
線
上
に
於
い
て
順
調
か
つ
堅
実
に
発
展
段
階
を
辿
ろ
う

と
す
る
強
い
慣
性
と
、
そ
う
し
た
旧
勢
を
く
い
と
め
て
根
じ
曲
げ

よ
う
と
す
る
新
し
い
作
用
と
の
間
に
は
さ
ま
っ
て
、
文
字
通
り
応

接
に
暇
な
き
状
況
に
狼
狽
す
る
姿
を
僧
叡
の
生
涯
の
上
に
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
然
も
歴
史
の
進
展
を
常
に
信
じ
て
、

真
の
中
国
佛
教
の
開
華
を
後
代
に
託
し
た
と
い
う
何
か
ド
ロ
ド
ロ

と
し
た
暹
し
さ
と
達
観
し
た
大
ら
か
さ
と
を
も
っ
た
人
間
像
を
そ

こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
僧
叡
は
、
慧
遠
の
よ
う

に
道
安
か
ら
多
大
の
期
待
を
寄
せ
ら
れ
、
羅
什
と
の
対
決
に
於
い

て
も
一
つ
の
信
念
を
護
り
通
し
て
盤
石
の
足
跡
を
歴
史
に
残
し
た

人
物
と
い
う
で
は
な
か
っ
た
。
か
と
云
っ
て
、
僧
肇
の
よ
う
に
羅

什
の
佛
教
を
効
率
よ
く
鮮
や
か
に
祖
述
し
た
英
才
で
も
な
か
っ
た
。

長
安
佛
教
界
に
あ
っ
て
道
恒
ら
の
よ
う
な
政
僧
と
し
て
名
を
残
す

の
で
も
な
か
っ
た
。
ま
た
笠
道
生
の
よ
う
に
先
人
未
発
の
卓
見
を

発
揮
す
る
鬼
才
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
中
国
の

佛
教
史
は
、
僧
叡
を
教
界
の
重
鎮
と
し
て
見
倣
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
単
に
僧
叡
個
人
の
在
り
方
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
中
国
の
佛
教
史
を
性
格
づ
け
て
い
る
大
河
の
底
流
に
も

似
た
思
想
の
暹
し
さ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
僻

叡
は
そ
の
晩
年
に
著
わ
し
た
嶮
疑
の
冒
頭
に
一
つ
の
心
境
を
云
い

表
わ
し
て
い
る
。

夫
応
而
不
寂
、
感
之
者
至
。
感
有
結
鹿
、
応
亦
不
一
・
影
響

理
也
。
若
以
方
斯
之
、
非
徒
乖
其
円
、
乃
喪
其
方
。
故
以
備

聞
之
悟
、
嶮
其
所
疑
。
疑
非
青
盲
、
鹿
必
為
治
。
若
治
所
不

⑪

至
、
嶮
復
其
如
之
何
。
並
可
詳
覧
住
職
。
；
．
：
。
…
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註
⑩
枇
超
慧
日
「
中
国
佛
教
に
於
け
る
大
乗
思
想
の
興
起
」
（
「
中
国
仙

教
の
研
究
」
所
収
）

②
出
三
蔵
記
集
巻
六
言
．
引
￥
鹿
騨
‐
ｇ

⑧
出
三
蔵
記
集
巻
六
（
弓
別
《
臨
四
）

㈹
竺
道
生
の
頓
併
説
を
祖
述
す
る
劉
乢
は
そ
の
無
量
義
経
序
に
「
尋

得
旨
之
匠
、
起
自
支
安
。
支
公
之
論
無
生
、
以
七
住
為
道
慧
陰
足
、

十
住
則
群
方
与
能
。
在
迩
斯
異
、
語
照
則
一
・
安
公
之
弁
異
観
、
三

乗
者
始
直
之
因
称
、
定
慧
者
終
成
之
実
録
。
此
謂
始
求
可
随
根
三
、

入
解
川
其
慧
不
二
。
」
（
川
三
蔵
記
集
巻
九
、
Ｈ
＄
罷
亨
の
）
と
述

べ
て
支
道
林
と
道
安
と
の
頓
悟
に
つ
い
て
の
説
を
紹
介
し
、
暗
に
頓

悟
説
の
源
流
を
両
者
に
求
め
て
い
る
。
劉
乢
は
恐
ら
く
、
支
道
林
が

そ
の
大
小
品
対
比
要
紗
序
に
「
接
応
存
物
、
理
致
同
乎
帰
。
…
…
神

帖
遅
速
、
莫
不
縁
分
。
分
闇
則
功
重
、
言
積
而
後
悟
。
」
（
出
三
蔵
記
集

巻
八
、
Ｈ
・
駅
”
閉
ｇ
と
述
ゞ
へ
、
ま
た
「
尽
無
則
忘
玄
、
忘
玄
故
無

心
。
然
後
二
通
無
寄
、
無
有
冥
尽
。
是
以
諸
佛
因
般
若
之
無
始
、
明

万
物
之
自
然
・
」
（
同
上
）
な
ど
と
見
え
る
よ
う
な
見
解
に
依
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
道
安
の
場
合
は
劉
乢
が
用
い
た
根
拠
を
明
ら
か
に

し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
、
十
法
句
義
経
序
に
「
全
其
帰
致
、

則
同
処
而
不
新
。
不
新
故
頓
至
而
不
惑
。
」
（
出
三
蔵
記
集
巻
十
、
目
．

訊
》
ご
ｇ
と
云
い
、
ま
た
道
行
経
序
に
「
執
道
御
有
卑
高
有
差
、

此
有
為
之
域
耳
。
非
拠
真
如
遊
法
性
冥
然
無
名
也
。
拠
真
如
遊
法
性

冥
然
無
名
者
、
智
度
之
奥
室
也
。
名
教
遠
想
者
、
智
度
之
蓮
盧
也
・
」

（
出
三
蔵
記
集
巻
七
、
弓
．
認
証
葛
騨
）
な
ど
と
述
ぺ
て
い
る
こ
と

が
参
考
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
道
安
・
支
道
林
の
こ
う
し
た

見
解
は
、
例
え
ば
道
行
般
若
経
本
無
品
に
「
求
阿
羅
漢
畔
支
佛
佛
、

是
三
不
計
三
。
…
…
云
何
於
本
無
中
見
三
道
不
。
。
：
：
従
本
無
中
不

可
得
三
事
。
」
（
目
陸
』
鯉
妙
）
と
説
か
れ
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が

類
推
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑥
鼻
奈
耶
序
（
目
．
匿
由
巴
窪
）

⑥
道
安
の
三
蔵
思
想
は
、
十
法
句
義
経
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
十
、

（
目
．
鵠
《
ご
印
）
、
四
阿
鈴
暮
抄
序
（
同
上
巻
九
、
目
．
認
￥
霞
・
）
、

稗
婆
沙
序
（
同
上
巻
十
、
目
引
》
認
ｇ
、
鼻
奈
耶
序
角
・
腱
《
駅
］

四
）
な
ど
の
遺
文
に
散
見
す
る
。
ま
た
、
横
超
慧
日
「
広
律
伝
来
以

前
の
中
国
に
於
け
る
戒
律
」
（
「
中
国
佛
教
の
研
究
」
所
収
）
に
詳
し

い
。

例
出
三
蔵
記
集
巻
九
（
目
引
》
爵
の
）

⑧
同
右

⑨
慧
遠
に
よ
る
隔
山
出
修
行
方
便
神
経
統
序
の
執
筆
は
羅
什
の
没
年

（
義
煕
五
年
ら
巴
以
後
、
義
熈
八
年
筐
函
以
前
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

詳
し
く
は
木
村
英
一
編
「
慧
遠
研
究
・
遺
文
篇
」
や
庭
、
を
参
照
。

⑩
鳩
摩
羅
什
法
師
大
義
巻
上
「
初
問
答
真
法
身
」
の
章
（
弓
．
怠
》

］
圏
Ｃ
ｌ
）

⑪
横
超
慧
日
「
大
乗
大
義
章
に
於
け
る
法
身
説
」
（
大
谷
大
学
研
究

年
報
第
十
七
集
）
に
法
身
に
つ
い
て
の
問
答
を
め
ぐ
っ
て
詳
し
い
論

究
が
あ
る
。

⑫
鳩
摩
羅
什
法
師
大
義
巻
上
「
次
重
間
法
身
井
答
」
の
章
（
目
．
臨
奉

］
鵠
四
ｌ
）

⑬
同
右
（
目
．
畠
皀
圏
・
）

⑭
大
智
釈
論
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
十
、
、
日
訊
辛
置
ｏ
）

⑮
出
三
蔵
記
集
巻
五
（
Ｈ
・
訊
》
と
ら
）

⑯
同
右
（
目
引
”
虚
ｇ

⑰
中
論
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
十
一
、
、
屍
訊
￥
誤
○
‐
ご
己
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⑬
出
三
蔵
記
集
巻
十
（
弓
．
割
辛
置
の
）

⑲
関
中
出
神
経
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
九
、
員
訊
＆
鄙
）

⑳
盧
山
出
修
行
方
便
禅
経
統
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
九
、
》
、
戸
訊
《
訊
句
）

⑳
関
中
出
禅
経
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
九
、
目
．
閉
畠
留
）

四
盧
山
出
修
行
方
便
禅
経
統
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
九
、
目
副
ふ
ぎ
）

⑬
出
三
蔵
記
集
巻
九
、
（
目
．
訊
》
雷
四
）

卿
高
僧
伝
巻
六
（
目
．
ｇ
”
孟
含
）
。
な
お
菩
薩
禅
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
安
藤
俊
雄
「
瞳
山
慧
遠
の
禅
思
想
」
（
木
村
英
一
編
「
慧
遠
研

究
・
研
究
篇
」
所
収
）
、
弓
画
罷
以
下
に
詳
し
い
。

⑮
安
藤
俊
雄
、
前
掲
論
文

㈱
関
中
出
禅
経
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
九
、
目
．
詔
《
訊
四
）

伽
出
三
蔵
記
集
巻
九
（
目
．
副
”
３
Ｃ
ｌ
急
斡
）

⑱
安
藤
俊
雄
、
前
掲
論
文
も
画
司

⑳
出
三
蔵
記
集
巻
九
（
弓
．
目
“
ｇ
巴

⑳
同
右
（
目
割
》
爵
。
）

鋤
同
右

⑫
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
枇
超
慧
日
「
教
相
判
釈
の
原
始
形
態
」

（
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
「
佛
教
史
学
論
集
」
所
収
）
に
詳
し
い
論
述

が
あ
る
。

⑬
前
註
個
を
参
照
。

鋤
出
三
蔵
記
集
巻
六
（
目
．
別
》
瞳
。
）

⑮
鳩
摩
羅
什
法
師
大
義
巻
中
「
次
間
羅
漢
受
決
井
答
」
の
章
（
弓
．
島

》
屋
雷
ｌ
）

的
い
ず
れ
も
出
三
蔵
記
集
巻
八
（
目
．
訊
＆
ご
）

帥
い
ず
れ
も
小
品
経
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
八
、
目
．
閉
》
置
・
）

⑱
出
三
蔵
記
集
巻
十
一
（
弓
．
劇
》
弓
騨
）

⑲
喰
疑
（
出
三
蔵
記
集
巻
六
、
目
訊
亜
烏
四
）

⑩
同
右
（
目
．
引
￥
と
亨
の
）

帥
同
右
（
弓
．
別
亜
合
ｇ
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