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同
遊
諸
道
人
、
並
業
心
神
道
、
求
解
言
外
。
余
枕
疾
務
寡
、
頗
多
暇
目
。
柳
伸
由
来
之
意
、
庶
定
求
宗
之
悟
。

同
遊
の
諸
道
人
は
並
び
に
心
を
神
道
に
業
し
、
解
を
言
外
に
求
む
。
余
は
疾
に
枕
し
て
務
め
寡
く
、
頗
る
暇
目
多
し
。
柳
か
由
来

の
意
を
伸
べ
て
、
庶
は
宗
を
求
む
る
の
悟
を
定
め
ん
。

さ
と

同
学
の
諸
道
人
は
皆
な
心
を
妙
道
に
も

っ
ぱ
ら
に
し
、
解
り
を
言
外
に
求
め
て
い
る
。
私
は
病
に
臥
し
て
務

め
も
な
く
、
ひ
ま
を

も
て
余
し
て
い
る
。
か
り
そ
め
に
こ
れ
ま
で
の
考
え
を
述
べ
て
奥
義
に
か
か
わ
る
悟
り
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
論
を
定
め

て
み
た

い
。

釈

氏
之
論
、
聖
道
錐
遠
、
積
学
能
至
。
累
尽
豊
生
、
方
応
漸
悟
。
孔
氏
之
論
、
聖
道
既
妙
、
錐
顔
殆
庶
。
体
無
堕

周
、
理
帰

一
極
。

釈
氏
の
論
は
、
聖
道
は
遠
し
と
錐
も
積
学
し
て
能
く
至
る
。
累
尽
き
て
監
生
ず
れ
ば
方
に
応
に
漸
悟
な
る
べ
し
。
孔
氏
の
論
は
、

ほ
と

ち
か

聖
道
は
既
に
妙
に
し
て
、
顔
と
錐
も
殆
ん
ど
庶
き
の
み
。
無
を
体
し
て
豊
周
ね
け
れ
ば
、
理
と
し
て

一
極
に
帰

す
。
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釈
氏
の
論
で
は
、
聖
道
は
遠

い
け
れ
ど
も
積
学
し
て
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
累
が
尽
き
て
洞
察
が
生
じ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

漸
悟
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
孔
氏
の
論
で
は
、
聖
道
は
不
可
思
義
で
あ
る
か
ら
、
顔
淵

で
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
近

い
に
と
ど
ま
る
。
無

を
体
し
て
洞
察
が
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
の
当
然
と
し
て

一
極
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の

一
節
は

一
篇

の
急
所
で
あ
る
。
「孔
氏
之
論
」
に
つ
い
て
は
、
漏
友
蘭
の
明
快
な
解
説
が
あ
る
の
で
、
ま
ず

そ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と

か
ら
始
め
よ
う
。
(『中
国
哲
学
史
』
第
二
篇
第
七
章
九
節
)
。

孔
子
終
以
為

「聖
道
即
妙
、
」
能

「体
無
鑑
周
、」
即

「理
帰

一
極
、」
則
孔
子
実
主
頓
悟
之
修
行
方
法
也
。

　

「
一
極
」

の
語
を
頓
悟
の
意
に
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
句
な
し
に
正
し
い
。
謝
霊
運
は

「体
無
鑑
周
」
な

の
だ
か
ら
、

一
極
ー

一
挙

に
極
め
る
、
つ
ま
り
頓
悟
し
か
な
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

「釈
氏
之
論
」
の

「漸
悟
」
と

い
う
語
に
対
比
し
て
使
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
理
解
す
る
の
が
当
然
で
、
何
の
弁
証
も
い
ら
な
い
と
い
う
わ
け
か
、
凋
友
蘭
は
何
も
言

っ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
私
は
、
こ
の
解
釈
を
支
持
す
る
理
由
を
少
し
述
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
弁
宗
論
中
の
用
例
を
見
て
み
る
と
、
謝
霊
運
自
身

一
極
異
漸
悟

と

言

っ
て
い
る
。
「漸
悟
」
に
異
る

「悟
」
は

「頓
悟
」
し
か
あ
る
ま
い
。

ま
た
最
初
の
質
問
者
で
あ
る
法
易
は

敬
覧
清
論
、
明
宗
極
錐
微
而

一
悟
頓
了

と

、
謝
霊
運
の

「孔
氏
之
論
」
云
云
の
語
を
要
約
し
て
お
り
、

「
一
極
」
を

「
一
悟
頓
了
」
と
言
い
換
え
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た

「
一
極
」

を

頓
悟

の
意
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
質
問
者
も
同
様
で
あ
る
。
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次
に
弁
宗
論
以
外
の
例
と
し
て
顔
氏
家
訓
を
引
こ
う
。
帰
心
篇
に
、

内
外
両
教
、
本
為

一
体
、
漸
極
為
異
、
深
浅
不
同
。

と
あ
る
。

こ
れ
は
湯
用
形
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が

(『漢
魏
両
晋
南
北
朝
仏
教
史
』
六
六
八
頁
)
、
注
を
付
け
て

「此
錐

引
謝
之
言
、
而
稽
誤
会
其
旨
」
と
言
う
。
前
半
は
良
い
と
し
て
、
後
半
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
内
外
の
両
教
に
漸
悟
と

一
極
と

の
異
り
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
謝
霊
運
の
言
う
と
こ
ろ
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
の
議
論
で
あ

っ
て
、

「稽
誤
ッ
テ
其

ノ
旨
ヲ
会
」
し
て
い

る
の
は
、
実
は
湯
用
形
の
方
で
あ
る
。

な
ぜ

こ
う

い
う
こ
と
に
な

っ
た
か
と
い
う
と
、
湯
用
形
は

「
一
極
本
道
生
所
用
名
辞
」
(前
掲
書
六
六
四
頁
)
と
し

て
解
釈
す
る
か
ら
で

あ
る
。
竺
道
生
の
法
華
疏
に

「理
唯

一
極
」

「仏
為

一
極
」
な
ど
と
あ
る
の
に
も
と
つ
い
て
、

一
極
を

「妙

一
之
宗
極
」

(前
掲
書
六
六
七

頁
)
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
竺
道
生
の
場
合
は
恐
ら
く
そ
れ
で
良
い
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
謝
霊
運
の
場
合
も
そ
れ
で
良

い
の
か
ど
う
か
、

少
く
と
も
私
に
は
、
こ
の
解
釈
で
は
筋
を
通
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
な

い

(湯
用
形
が
、
こ
の
解
釈
で
ど
う
筋
を
通
し
て
読
ん
だ
の
か
、

残
念
な
が
ら
私
に
は

つ
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
掲
書
六
六
四
頁
参
照
)
。

謝
霊
運
は
、
「体
無
鑑
周
」
だ
か
ら

一
極
-

一
挙
に
極
め
る
、

つ
ま
り
頓
悟
し
か
な
い
と
言
う
。
何
故
か
。
「無
」
は
部
分
に
分
け
る
こ

と
が

で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
分
割
で
き
な

い
も
の
は
、
段
階
を
お

っ
て
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
た
が

っ
て

一
挙
に
手
に
入
れ

る
し
か
方
法
が
な
い
。
「無
」
の
体
得
は
頓
悟
に
よ

っ
て
し
か
あ
り
得
な

い
の
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
こ
れ
が
で
き
る
の
は
聖
人
の
み
で
あ

っ
て
、
亜
聖
と
言
わ
れ
る
顔
淵
で
さ
え

「殆
庶
」
に
と
ど
ま
る
。

こ
れ
は
問
題
で
あ
ろ

戸つ
。と

も
あ
れ
謝
霊
運
の
考
え
で
は
、
「求
宗
之
悟
」
は
頓
悟
に
限
る
。
で
は

「漸
悟
」
と
い
う

こ
と
を
言
う

の
も
可
怪
し

い
の
で
は
な
い
か
。

「漸
」
と
は
ま
さ
し
く
段
階
を
お
う
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
し
か
る
に

「悟
」
は
段
階
を
お
う
こ
と
と
は
無
縁
で
あ

っ
た
。
「漸
」
な
ら
ば

「悟
」

で
は
な

い
し
、
「悟
」
な
ら
ば

「漸
」
で
は
な

い
。
「漸
悟
」
と
い
う
も
の
は
、
亀
毛
免
角

の
よ
う
に
実
在
し
な
い
の
で
は
な
い
で
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あ

ろ

う

か

。

有
新
論
道
士
、
以
為
寂
鑑
微
妙
、
不
容
階
級
。
積
学
無
限
、
何
為
自
絶
。

お

も

新
論
道
士
な
る
有
り
て
、
以
為
え
ら
く
、
寂
鑑
は
微
妙
に
し
て
階
級
を
容
れ
ず
。
積
学
は
無
限
に
し
て
何
為
れ
ぞ
自
ら
絶
た
ん
、

と
。新

論
道
士
の
見
解
で
は
、
寂
滅

の
洞
察
は
不
可
思
議
で
あ

っ
て
、
段
階
的
な
追
求
を
受
け

つ
け
な
い
。
積
学

は
無
限
で
あ
る
か
ら
、

ど
う
し
て
そ
れ
自
体
け
り
が
つ
く
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
。

「寂
鑑
」
が
段
階
的
追
求
を
許
さ
な
い
、

つ
ま
り
頓
悟
に
よ

っ
て
し
か
得
ら
れ
な
い
の
は
寂
滅
の

「無
」
が
、

聖
人
の

「無
」
と
同
様

に
分
割
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
慧
達
の
肇
論
疏
巻
上
に
次

の
よ
う
に
言
う
、

竺
道
生
法
師
大
頓
悟
云
、
夫
称
頓
者
明
理
不
可
分
、
悟
語
照
極
。
以
不
二
之
悟
、
符
不
分
之
理
。

一
方
、

「積
学
」
は
終
る
時
が
な
い
。
「積
」
と
い
い

「累
」
と
い
い

「漸
」
と
い
い
、
い
ず
れ
も
部
分
を
予
想

す
る
言
葉
で
あ
る
。
部

分
を
持

つ
も
の
は

「有
」
で
あ
る
か
ら

「積
学
」
「累
尽
」
「漸
悟
」
は

「有
」
に

つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
る
に

「有
」

は
無
限
に
分
割
さ
れ
る
か
ら
、
「積
学
」
の
終
る
時
は
な
く
、
「累
尽
」
の
時
も
な
く
、
し
た
が

っ
て

「漸
悟
」
は
成
り
立
た
な

い
。

今
去
釈
氏
之
漸
悟
而
取
其
能
至
、
去
孔
氏
之
殆
庶
而
取
其

一
極
。

一
極
異
漸
悟
、
能
至
非
殆
庶
、
故
理
之
所
去

、
錐
合
各
取
、
然
其
離

孔
釈
突
。今

、
釈
氏
の
漸
悟
を
去
り
て
其
の
能
至
を
取
り
、
孔
氏
の
殆
ど
庶
を
去
り
て
其

の

一
極
を
取
ら
ん
。

一
極

は
漸
悟
に
異
り
、
能
至

ゆ

は
殆
庶
に
は
非
ず
、
故
に
理
の
去
く
所
は
、
合
し
て
各
お
の
取
る
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
其
れ
孔
釈
を
離
る
る
な
り
。
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そ
こ
で
い
ま
は
、
釈
氏
の
漸
悟
を
捨

て
去

っ
て
能
至
を
選
び
取
り
、
孔
氏
の
殆
庶
を
捨
て
去

っ
て

一
極
を
選
び
取
ろ
う
。

一
極
は

漸
悟
と
は
こ
と
な
り
、
能
至
は
殆
庶
で
は
な
い
か
ら
、
理
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
、
両
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
取

る
け
れ
ど
も
、
孔
氏

を
も
釈
氏
を
も
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。

不

毛

な

「
漸

悟

」

と

る

。

「
殆

庶

」

と

を

捨

て

て
、

生

産

的

な

「能

至
」

と

「
一
極
」
と
を
残
し
て
組
み
合
わ
せ
孔
釈
折
中
の
論
を
提
唱
す

余
謂
二
談
救
物
之
言
、
道
家
之
唱
、
得
意
之
説
、
敢
以
折
中
。
自
許
籍
謂
、
新
論
為
然
。
柳
答
下
意
、
遅
有
所
悟
。

余
は
謂
ら
く
、

二
談
救
物
の
言
、
道
家
の
唱
、
得
意
の
説
も
て
敢
え
て
以
て
折
中
す
、
と
。
自
ら
許
し
て
籍
か
に
謂
う
、
新
論
は

ま

然
り
と
為
す
、
と
。
柳
か
下
意
に
答
え
て
悟
る
所
有
る
を
遅
た
ん
。

私
の
自
己
解
説
、
釈
氏
と
孔
氏
と
の
衆
生
済
度

の
論
を
、
道
家

の
主
張
で
あ
る
得
意
忘
言
の
説
に
よ

っ
て
折
中
し
た

の
で
あ
る
。

ま
た
、
よ
し
と
し
て
ひ
そ
か
に
思
う
の
だ
が
、
新
論
道
士

の
言
う
と
こ
ろ
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
ば
ら
く

以
下
の
質
問
に
答
え

て
、
悟
る
所
あ
る
を
待
と
う
。

アつ

。

「得
意
之
説
」
と
い
う
の
は
、
荘
子
外
物
篇

の
有
名
な

一
節
に
説
か
れ
る
。
後
の
議
論
に
大
い
に
か
か
わ
る
か
ら
全
文
を
引
い
て
お
こ

笙
者
所
以
在
魚
、
得
魚
而
忘
笙
。
蹄
者
所
以
在
兎
、
得
兎
而
忘
蹄
。
言
者
所
以
在
意
、
得
意
而
忘
言
。
吾
安
得
夫
忘
言
之
人
而
与

之
言
哉
。

う
え

う
さ
ぎ

笙
は
魚
を
と
ら
え
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
魚
を
と
ら
え
て
し
ま
え
ば
、
笙
の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
う
も

の
だ
。
わ
な
は
兎
を
と
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ら
え
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
兎
を
と
ら
え
て
し
ま
え
ば
、
わ
な

の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
。
こ
と
ば
と

い
う
も
の
は
、
意

味
を
と
ら
え
る
た
め
の
道
具
だ
。
意
味
を
と
ら
え

て
し
ま
え
ば
、
こ
と
ば
に
用
は
な
く
な
る
の
だ
か
ら
、
忘
れ
て
し
ま
え
ば
よ
い
。

私
は
、
こ
と
ば
を
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
を
捜
し
出
し
て
、
と
も
に
語
り
た
い
も
の
で
あ
る
。

(森
三
樹

三
郎
訳
注

『荘
子
』
雑

篇
)

聖
道
の
第

一
義
は
悟
る
こ
と
に
在
る
。
し
か
し
そ
こ
に
至
り
着
く
た
め
に
は
積
学
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
た
か
も
、
魚
を

得

る
の
に
笙
が
、
兎
を
得
る
の
に
蹄
が
、
意
を
得
る
の
に
言
が
道
具
と
し
て
必
要
な
の
と
同
じ
で
あ

っ
て
、
方
便

に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら

そ
れ

に
こ
だ
わ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
無
視
す
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
、
と
い
う
の
が
謝
霊
運
の
考
え
で
あ
る
。

二
、
法
贔
と

の
問
答

法

島
問
、
敬
覧
清
論
、
明
宗
極
錐
微
而

一
悟
頓
了
。
錐
欣
新
剖
、
籍
有
所
疑
。
夫
明
達
者
以
体
理
絶
欲
、
悠
悠
者
以
迷
惑
嬰
累
。
絶
欲

本
乎

見
理
、
嬰
累
由
於
乖
宗
。
何
以
言
之
。
経
云
、
新
学
者
離
般
若
、
便
如
失
明
者
無
導
。
是
為
懐
理
蕩
患
於
弦
顕
　
。
若
渉
求
未
漸
於

大
宗

、
希
仰
猶
累
於
塵
垢
、
則
永
劫
勧
労
、
期
果
緬
遡
。
既
懐
猶
豫
、
伏
遅
嘉
訓
。

法
島
問
う
、
敬
ん
で
清
論
を
覧
る
に
、
宗
極
は
微
な
り
と
錐
も
而
も

一
悟
頓
了
す
る
こ
と
を
明
ら
む
。
夫
れ
明
達

の
者
は
、
理
を

つ
な

体
す
る
を
以
て
欲
を
絶
ち
、
悠
悠

の
者
は
、
迷
惑
す
る
を
以
て
累
に
嬰
が
る
。
欲
を
絶
た
ん
と
す
る
は
理
を

見
る
に
本
づ
き
、
累
に

嬰
が
る
る
は
宗
に
乖
く
に
由
る
。
何
を
以
て
之
を
言
う
や
。
経
に
云
く
、
新
学
の
者
般
若
を
離
れ
な
ば
、
便
ち
失
明
の
者
の
導
き
無

き
が
如
か
ら
ん
、
と
。
是
れ
理
を
懐
い
て
蕩
患
弦
に
於
い
て
顕
る
る
と
為
す
。
若
し
渉
求
し
て
未
だ
大
宗
に
漸
せ
ず
、
希
仰
し
て
猶

ま

お
塵
垢
に
累
せ
ら
れ
な
ば
、
則
ち
永
劫
働
労
し
て
、
果
を
緬
遡
に
期
せ
ん
。
既
に
猶
豫
を
懐
く
、
伏
し
て
嘉
訓
を
遅

つ
。

法
協
の
問

い
、
敬
ん
で
清
論
を

一
読
い
た
し
ま
し
た
。
宗
極
は
不
可
思
議

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

一
悟
頓

了
す
る
と
の
こ
と
。
新



鮮
な
考
察
を
よ
ろ
こ
び
な
が
ら
も
、
ひ
そ
か
に
疑
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
明
達

の
者
は
理
を
体
し

て
欲
を
絶
ち
ま
す
が
、

一
般
の
者
は
迷
い
惑

っ
て
累
に

つ
な
が
れ
ま
す
。
欲
を
絶
と
う
と
す
る
こ
と
は
理
を
見
る
こ
と
に
本
づ
き
、
累
に

つ
な
が
れ
る
こ
と

は
宗
に
乖
く
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
何
を
証
拠
に
こ
う

い
う
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
と
、
経
に
云
っ
て
お
り
ま
す

。
学
び
は
じ
め
た
ば

か
り
の
者
が
般
若
を
離
れ
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
失
明
し
た
者

に
導
き
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
。
理
を

心
に
思

っ
て
、
う
れ

い
が
そ
れ
に
よ

っ
て
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
求
め
て
未
だ
大
宗
に
近
づ
か
ず
、
仰

い
で
な
お
塵
垢
に
わ
ず
ら
わ
さ

れ
る
の
で
は
、
永
劫
苦
労
し
て
、
果
報
を
は
る
か
彼
方
に
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
す
で
に
猶
予
を
い
だ

い
て
お

り
、
伏
し
て
嘉
訓
を
待
ち
ま
す
。
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初

答
、
道
与
俗
反
、
理
不
相
関
。
故
因
権
以
通
之
。
権
錐
是
仮
、
旨
在
非
仮
、
智
錐
是
眞
、
能
為
非
眞
。
非
眞
不
傷
眞
、
本
在
於
済
物
、

非
仮

不
遂
仮
、
済
物
則
反
本
。
如
此
永
劫
無
為
、
空
勤
期
果
、
有
如
咬
日
。

初
答
、
道
は
俗
と
反
し
、
理
と
し
て
相

い
関
ら
ず
。
故
に
権
に
因
り
て
以
て
之
を
通
ず
。
権
は
是
れ
仮
な
り
と
錐
も
、
旨
は
仮
を

非
と
す
る
に
在
り
、
智
は
是
れ
眞
な
り
と
錐
も
、
能
く
眞
を
非
と
す
る
こ
と
を
為
す
。
眞
を
非
と
し
て
眞
を
傷

わ
ざ
る
は
、
本
よ
り

わ
た

わ
た

物
を
済
す
に
在
れ
ば
な
り
。
仮
を
非
と
し
て
仮
な
る
こ
と
を
遂
げ
ざ
れ
ば
、
物
を
済
せ
ば
則
ち
本
に
反
る
。
此
く

の
如
け
れ
ば
、
永

劫
無
為
に
し
て
空
し
く
勤
め

て
果
を
期
す
る
こ
と
、
咬
日
の
如
き
有
り
。

か
よ

初
答
、
道
は
俗
と
相
い
反
し
、
理
の
当
然
と
し
て
俗
と
か
か
わ
り
を
持
ち
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
権
智
に
よ

っ
て
通
わ
せ
る
の
で
す
。

権
智
は
仮
法
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
仮
法
を
非
と
す
る
の
を

つ
と
め
と
し
、
実
智
は
眞
法
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
眞
法
を
非
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
実
智
が
眞
法
を
非
と
し
て
眞
法
を
損
な
わ
な

い
の
は
、
も
と
も
と
衆
生
を
済
度
す
る
の
を

つ
と
め
と
す
る

か
ら
で
あ
り
、
権
智
は
仮
法
を
非
と
し
て
仮
法

の
ま
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
衆
生
を
済
度
す
れ
ば
本
に
帰

る
の
で
す
。
こ
の
よ

う
な
わ
け
で
す
か
ら
、
権
智
に
よ

っ
て
通
わ
せ
な
け
れ
ば
、
永
劫
無
為
に
お
わ

っ
て
、
空
し
く
労
苦
し
て
果
報
を
期
待
す
る
こ
と
に
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な

る

こ

と

は

、

誓

っ
て
も

よ

ろ

し

い

。

謝
霊
運
は
、
答
琳
公
難
に
お
い
て

「智
為
権
本
、
権
為
智
用
」
と
言

っ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て

「能
為
非
眞
」

　

権

智
と
な

っ
て
は
た
ら
き
出
る
こ
と
で
あ
る
。
無
論
、
実
智
は
道
の
世
界
に
、
権
智
は
俗
の
世
界
に
属
す
る
。

と
い
う

の
は
、
実
智
が

昂
再
問
、
案
論
、
孔
釈
其
道
既
同
、
救
物
之
仮
亦
不
容
異
。
而
神
道
之
域
、
錐
顔
也
、
孔
子
所
不
謳
、
実
相
之
妙
、
錐
愚
也
、
釈
氏
所

必
教
。
然
則
二
聖
建
言
、
何
乖
背
之
甚
哉
。

鼠
再
問
す
、
論
を
案
ず
る
に
、
孔
釈
は
其

の
道
既
に
同
じ
け
れ
ば
、
物
を
救
う
の
仮
も
亦
た
異
る
べ
か
ら
ず
。
而
も
神
道

の
域
は
、

顔
と
錐
も
孔
子
の
謹
え
ざ
る
所
、
実
相
の
妙
は
、
愚
と
難
も
釈
氏
の
必
ず
教
ゆ
る
所
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
二
聖
の
建
言
は
、
何
ぞ
乖

背
す
る
の
甚
し
き
や
。

法
筋
の
再
問
、
ご
意
見
を
承
り
ま
す
と
、
孔
釈
は
そ
の
道
が
同
じ
で
あ
る
以
上
、
衆
生
を
済
度
す
る
手
段
も
異
る
は
ず
が
あ
り
ま

せ
ん
。
し
か
る
に
、
妙
道

の
域
は
、
顔
回
で
さ
え
孔
子
は
教
え
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
実
相
の
妙
は
、
愚
者
で
さ
え
釈
氏
は
必

ず
教
え
た
。
と
な
り
ま
す
と
、
二
聖
の
教
え
は
何
と
は
な
は
だ
し
く
乖
背
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

再
答
、
二
教
不
同
者
、
随
方
応
物
、
所
化
地
異
也
。
大
而
校
之
、

(監
在
於
民
)
華
人
易
於
見
理
、
難
於
受
教
、
故
閉
其
累
学
而
開
其

一

極
。
夷
人
易
於
受
教
、
難
於
見
理
、
故
閉
其
頓
了
而
開
其
漸
悟
。
漸
悟
錐
可
至
、
昧
頓
了
之
実
、

「
極
錐
知
寄
、
絶
累
学
之
翼
。
良
由
華

人
悟
理
無
漸
、
而
謳
道
無
学
、
夷
人
悟
理
有
学
、
而
謳
道
有
漸
。
是
故
権
実
錐
同
、
其
用
各
異
。
昔
向
子
期
以
儒
道
為

一
、
応
吉
甫
謂
孔

老

可
斉
。
皆
欲
窺
宗
、
而
況
眞
実
者
乎
。

く
ら

再
答
、
二
教
同
じ
か
ら
ざ
る
者
は
、
方
に
随

い
物
に
応
ず
、
所
化
の
地
異
れ
ば
な
り
。
大
に
し
て
之
を
校
ぶ
れ
ば
、
華
人
は
理
を
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見
る
に
易
く
、
教
を
受
く
る
に
難
し
。
故
に
其

の
累
学
を
閉
ざ
し
て
そ
の

一
極
を
開
く
。
夷
人
は
教
を
受
く
る

に
易
く
、
理
を
見
る

に
難
し
。
故
に
其

の
頓
了
を
閉
ざ
し
て
其
の
漸
悟
を
開
く
。
漸
悟
は
至
る
可
し
と
錐
も
、
頓
了
の
実
に
昧
く
、

一
極
は
寄
を
知
る
と

錐
も
、
累
学
の
翼
を
絶

つ
。
良
に
華
人
は
理
を
無
漸
に
悟
り
て
道

に
学
無
き
を
謳
い
、
夷
人
は
理
を
有
学
に
悟

り
て
道
に
漸
有
る
を

謳
ふ
る
に
由
る
。
是
の
故
に
、
権
実
は
同
じ
な
り
と
錐
も
其
の
用
は
各
お
の
異
れ
り
。
昔
し
向
子
期
は
儒
道
を

以
て

一
と
為
し
、
応

吉
甫
は
孔
老
斉
し
く
す
可
し
と
謂
え
り
。
皆
な
宗
を
窺
わ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
而
も
況
ん
や
眞
実
な
る
者
を
や
。

再
答
、
二
教
が
同
じ
で
な

い
の
は
処
に
随

い
人
に
応
じ
た
の
で
あ

っ
て
、

つ
ま
り
所
化
の
地
が
異
な
る
か
ら

で
す
。
華
人
は
理
を

見
る
こ
と
に
お
い
て
は
得
手
で
あ
る
が
、
教
え
を
受
け
る
こ
と
に
お
い
て
は
苦
手
で
あ
る
。
故
に
累
学
の
門
を
閉
ざ
し
て

一
極

の
門

を
開
い
た
の
で
す
。
夷
人
は
教
を
受
け
る
こ
と
に
お
い
て
は
得
手
で
あ
る
が
、
理
を
見
る
こ
と
に
お
い
て
は
苦
手
で
あ
る
。
故
に
頓

了
の
門
を
閉
ざ
し
て
漸
悟

の
門
を
開
い
た
の
で
す
。
し
か
る
に
、
漸
悟
は
至
り
着
く
こ
と
は
で
き
て
も
頓
了

の
眞
実
に
暗
く
、

一
極

は
帰
趣
を
知
る
け
れ
ど
も
積
学
の
願
望
を
絶
ち
ま
す
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
、
華
人
が
、
理
を
段
階
の
な
い
と

こ
ろ
で
悟

っ
て
、
道
に

は
積
学

の
余
地
は
な

い
と
謳
い
た
か
ら
で
あ
り
、
夷
人
が
、
理
を
段
階
的
追
求
に
お
い
て
悟

っ
て
、
道
に
は
段
階
が
あ
る
と
謳
い
た

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
見
て
く
る
と
、
権
智

(有
学
)
と
実
智

(無
学
)
と
は
、
本
体
は
同
じ
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
作
用
は
そ
れ

ぞ
れ
異
な

っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昔
し
向
子
期
は
儒
家
と
道
家
と
を

一
で
あ
る
と
し
、
応
吉
甫
は
孔
子
と
老
子
と
は
等
し
い
と
言
い
ま
し
た
。
皆
な
宗
旨
を
窺
お
う

と
し
た
の
で
す
。
い
わ
ん
や
眞
実
を
窺
お
う
と
す
る
者
は
な
お
さ
ら
で
す
。

最

後
の
く
だ
り
の

「宗
」
と
い
う

の
は
教
学
的
眞
理
を
、

「眞
実
」
は
教
学
の
範
囲
を
越
え
た
普
遍
的
眞
理
を
指

す
で
あ
ろ
う
。
謝
霊
運

は
、
自
分
が
眞
実
を
追
求
す
る
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
立
場
は
自
然
に
三
教
調
和
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

も

っ
と
も
三
教
調
和
は
六
朝
知
識
人
の
通
例
で
あ

っ
た

(森
三
樹
三
郎

『六
朝
士
大
夫
の
精
神
』

一
六
九
頁
参
照
)
。
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昂
三
問
、
重
尋
答
、
以
華
夷
有
瞼
易
之
性
、
故
二
聖
敷
異
同
之
教
、
重
方
附
俗
、
可
謂
美
夷
。
然
淵
極
朗
豊
、
作
則
於
上
、
愚
民
蒙
昧
、

伏

従
於
下
、
故
作
則
宜
審
其
政
、
伏
従
必
是
其
宗
。
今
孔
廃
聖
学
之
路
、
而
釈
開
漸
悟
之
蓬
。
笙
蹄
既
已
紛
錯
、
畢
黎
何
由
帰
眞
。

贔
三
問
す
、
重
ね
て
答
を
尋
ぬ
る
に
、
華
夷
に
険
易

の
性
有
る
を
以
て
、
故
に
二
聖
は
異
同
の
教
を
敷
け
り
、
と
。
方
を
重
ん
じ

な

て
俗
に
附
す
る
は
、
謂

つ
可
し
、
美
な
り
と
。
然
れ
ど
も
淵
極
の
朗
監
、噂
則
を
上
に
作
し
、
愚
民
蒙
昧
、
下
に
伏
従
す
。
故
に
則
と

作
る
は
宜
し
く
其
の
政
を
審
ら
か
に
す
べ
く
、
伏
従
す
る
は
必
ず
是
れ
其
の
宗
な
り
。
今
、
孔
は
聖
学
の
路

を
療
し
、
而
も
釈
は
漸

悟
の
蓬
を
開
く
。
笙
蹄
既
に
已
に
紛
錯
す
、
翠
黎
何
に
由
り
て
か
眞
に
帰
せ
ん
。

法
島
の
三
問
、
重
ね
て
お
答
え
を
見
て
み
ま
す
と
、
華
夷
に
そ
れ
ぞ
れ
に
得
手
不
得
手
の
性
質
が
あ
る
か
ら
、
二
聖
は
異
な

っ
た

教
を
布
い
た
と
の
こ
と
。
所
を
重
視
し
て
人
に
合
わ
せ
る
の
は
結
構
な

こ
と
だ
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
深
奥

の
洞
察
が

上
に
手
本
と
な
る
と
、
蒙
昧
な
愚
民
は
下
に
伏
従
し
ま
す
。
だ
か
ら
手
本
は
そ
の
き
ま
り
を
は

っ
き
り
さ
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
伏
従
す

る
の
は
必
ず
そ
の
き
ま
り
に
対
し
て
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
い
ま
、
孔
氏
は
聖
学

の
道
を
療
し
、
釈
氏
は
漸
悟

の
道
を
開

い
て
お
り

ま
す
。
手
段
方
法
が
混
乱
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
衆
生
は
ど
う
や

っ
て
眞
に
帰
し
ま
し
ょ
う
。

三
答
、
冬
夏
異
性
、
資
春
秋
為
始
末
、
昼
夜
殊
用
、
縁
辰
暮
以
往
復
。
況
至
精
之
理
、
豊
可
蓬
接
至
粗
之
人
。

是
故
傍
漸
悟
者
所
以
密

造

頓
解
、
椅
孔
教
者
所
以
潜
成
学
聖
。
学
聖
不
出
六
経
、
而
六
経
得
、
頓
解
不
見
三
蔵
、
而
以
三
蔵
果
。
笙
蹄
歴
然
、
何
疑
紛
錯
。
魚
兎

既
獲
、
群
黎
以
済
。

と

三
答
、
冬
夏
は
性
を
異
に
し
て
、
春
秋
に
資
り
て
始
末
を
為
し
、
昼
夜
は
用
を
殊
に
し
て
、
辰
暮

に
縁
り

て
以
て
往
復
す
。
況
ん

そ

い
た

や
至
精
の
理
に
し
て
、
量
に
蓬
ち
に
至
粗

の
人
を
接
せ
ん
や
。
是
の
故
に
、
漸
悟
に
傍
う
者
は
密
か
に
頓
解

に
造
る
所
以
に
し
て
、

孔
教
に
衙
る
者
は
潜
か
に
学
聖
を
成
す
所
以
な
り
。
学
聖
は
六
経
に
出
で
ざ
る
も
而
も
六
経
よ
り
し
て
得
、

頓
解
は
三
蔵
に
見
え
ざ

る
も
而
も
三
蔵
を
以
て
果
す
。
笙
蹄
は
歴
然
た
り
、
何
ぞ
紛
錯
を
疑
わ
ん
や
。
魚
兎
既
に
獲
た
れ
ば
、
草
黎

も
以
て
済
わ
れ
ん
。



三
答
、
冬
と
夏
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
春
と
秋
と
を
媒
介
と
し
て
循
環
し
、
昼
と
夜
と
は
作
用
を
殊
に
し
て
い
る
の

で
、
朝
と
夕
と
を
媒
介
と
し
て
循
環
し
ま
す
。

い
わ
ん
や
至
精

の
理
が
、
至
粗

の
人
を
直
接
相
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

か
。
こ
う
見

て
く
る
と
、
漸
悟
に
よ
る
こ
と
は
密
か
に
頓
解
に
至
る
所
以
で
あ
り
、
孔
教
に
よ
る
こ
と
は
潜
か

に
聖
学
を
な
し
と
げ

る
所
以
で
あ
り
ま
す
。
聖
学
は
六
経
に
は
出

て
い
ま
せ
ん
が
、
六
経
か
ら
得
る
の
で
あ
り
、
頓
解
は
三
蔵
に
は

見
え
ま
せ
ん
が
、
三

蔵
に
よ

っ
て
果
す

の
で
す
。
手
段
方
法
は
は

っ
き
り
し
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
混
乱
し
て
い
る
と
思
う

こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ

れ
に
よ

っ
て
魚
兎
は
す
で
に
得
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
衆
生
も
そ
れ
に
よ

っ
て
救
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。

「学

聖

」
、

聖

を

学

ぶ

、

つ
ま

り

「
聖

学

」

は

釈

氏

の

「積

学

」

「
累

学

」

に

当

る

。

「
漸

悟

」

も

こ

こ

で

は

同

じ

意

味

で

あ

る

。

は

、
答

琳

公

難

に

お

い

て

「般

若

為

魚

兎

」

と

言

わ

れ

て

い

る

。

面

白

い

こ
と

に

、

の
ち

の
宋

学

の

「聖

人

可

学

而

至

」

の
考

え

が

"
潜

か

に

"

で
は

あ

る

け

れ

ど

も

、

こ

こ

に

は
あ

る

。

「
魚

兎

」

三
、
僧
維
と
の
問
答
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僧

維
問
、
承
新
論
法
師
以
宗
極
微
妙
、
不
容
階
級
。
使
夫
学
者
窮
有
之
極
、
自
然
之
無
、
有
若
符
契
。
何
須
言
無
也
。
若
資
無
以
尽
有

者
、
焉
得
不
謂
之
漸
悟
耶
。

お
も
え

僧
維
問
う
。
承
る
に
、
新
論
法
師
以
ら
く
、
宗
極
は
微
妙
に
し
て
階
級
を
容
れ
ず
と
。
夫
の
学
者
を
し
て
有

の
極
を
窮
め
し
め
ば
、

自
然
の
無
は
符
契
す
る
が
若
き
有
ら
ん
。
何
ぞ
無
を
言
う
こ
と
を
須
い
ん
。
若
し
無
に
資
り
て
以
て
有
を
尽
さ
ば
、
焉
ん
ぞ
之
を
漸

悟
と
謂
わ
ざ
る
を
得
ん
や
。

僧
維
の
問

い
、
承
り
ま
す
に
、
新
論
法
師

の
考
え
で
は
、
宗
極
は
不
可
思
議
で
あ

っ
て
、
段
階
的
な
追
求
を

受
け

つ
け
な

い
と
の
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こ
と
。
も
し
修
行
者
が
有

の
極
を
窮
め
た
な
ら
ば
、
自
然
の
無
と
割
り
符
の
よ
う
に
合
致
す
る
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
無
を
持
ち
出

す
必
要
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
無
に
よ

っ
て
有
を
尽
く
す

の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
漸
悟
と
言
わ
な

い
で
す
み
ま
し
ょ
う
か
。

初
答
、
夫
累
既
未
尽
、
無
不
可
得
。
尽
累
之
弊
、
始
可
得
無
耳
。
累
尽
則
無
誠
如
符
契
。
将
除
其
累
、
要
須
傍
教
。
在
有
之
時
、
学
而

非
悟
。
悟
在
有
表
、
託
学
以
至
。
但
階
級
教
愚
之
談
、

一
悟
得
意
之
論
夷
。

初
答
、
夫
れ
累
既
に
未
だ
尽
き
ざ
れ
ば
、
無
は
得
べ
か
ら
ず
、
累
の
弊
を
尽
く
し
て
始
め
て
無
を
得

べ
き

の
み
。
累
尽
く
る
と
き

は
則
ち
無
は
誠
に
符
契

の
若
か
ら
ん
。
将
に
其
の
累
を
除
か
ん
と
せ
ば
、
要
ず
須
ら
く
教
に
傍
う
べ
し
。
有

に
在
る
の
時
は
学
に
し

て
悟
に
は
非
ず
。
悟
は
有
の
表
に
在
り
て
、
学
に
託
し
て
以
て
至
る
。
但
だ
階
級
は
教
愚
の
談
に
し
て
、

一
悟
は
得
意
の
論
な
る
の

み
。初

答
、
そ
も
そ
も
累
が
未
だ
尽
き
て
い
な
い
以
上
、
無
は
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
累
の
弊
を
尽
く
し

て
は
じ
め
て
無
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
累
が
尽
き
た
と
き
、
無
は
誠
に
お

っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
割
り
符

の
よ
う
に
合
致
す

る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
の
累
を
除

こ
う
と
す
る
な
ら
、
必
ず
教
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
に
有
に
か
か
わ

る
限
り
、
学
で
あ

っ
て

悟
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
悟
は
有
の
外
に
在
り
,
学
に
託
し
て
至
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、
段
階
的
追
求
は
愚
者
を
教
え
る
た
め
の
説

で
あ
り
、

一
悟
頓
了
は
悟
り
を
得
る
仕
方
に
つ
い
て
の
論
な

の
で
す
。

　

維
再
問
、
論
云
、
悟
在
有
表
、
得
不
以
漸
。
使
夫
渉
学
希
宗
、
当
日
進
其
明
。
若
使
明
不
日
進
、
与
不
言
同
。
若
日
進
其
明
者
、
得
非

漸
悟
乎
。維

再
問
す
、
論
に
云
く
、
悟
は
有
の
表
に
在
り
て
、
得
る
こ
と
は
漸
を
以
て
せ
ず
、
と
。
夫
の
渉
学
の
も

の
を
し
て
宗
を
希
わ
し

め
ば
、
当
に
日
に
其
の
明
を
進
む
べ
し
。
若
し
目
に
進
ま
ざ
ら
し
め
ば
、
言
わ
ざ
る
と
同
じ
か
ら
ん
。
若
し
日
に
其
の
明
を
進
め
な



ば
、
漸
悟
に
非
ざ
る
を
得
ん
や
。

僧
維
の
再
問
、
論
に
よ
り
ま
す
と
、
悟
は
有
の
外
に
在

っ
て
、
そ
れ
を
得
る
の
は
漸
進
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
は
な

い
と
の
こ
と
。

も
し
学
ん
で
い
る
も
の
が
奥
義
を
得
る
こ
と
を
願

っ
て
い
る
な
ら
ば
、
当
然
日
に
日
に
そ
の
明
を
進
め
る
は
ず

で
す
。
も
し
明
が
日

に
日
に
進
ま
な
け
れ
ば
、
教
え
を
説
か
な
か

っ
た

の
と
同
じ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
日
に
目
に
そ
の
明
を
進

め
る
の
で
あ
れ
ば
、

漸
悟
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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再
答
、
夫
明
非
漸
至
、
信
由
教
発
。
何
以
言
之
。
由
教
而
信
則
由
日
進
之
功
、
非
漸
所
明
則
無
入
照
之
分
。
然
向
道
善
心
起
、
損
累
生

垢
伏
。
伏
似
無
同
、
善
似
悪
乖
。
此
所
務
不
倶
、
非
心
本
無
累
。
至
夫

一
悟
、
万
滞
同
尽
耳
。

再
答
、
夫
れ
明
は
漸
も
て
至
る
に
は
非
ず
し
て
、
信
の
教
に
由
り
発
す
る
よ
り
す
。
何
を
以
て
之
を
言
う
や
。
教
に
由
り
て
信
ず

れ
ば
則
ち
目
進

の
功
有
る
も
、
漸
の
明
ら
む
所
に
非
ざ
れ
ば
則
ち
入
照

の
分
無
し
。
然
れ
ど
も
道
に
向
え
ば
善

心
起
り
、
累
生
の
垢

を
損
し
て
伏
せ
し
む
。
伏
は
無
と
同
じ
き
に
似
、
善
は
悪
と
背
く
に
似
た
り
。
此
の
努
む
る
所
倶
な
ら
ざ
る
は
、
心
に
本
よ
り
累
無

き
に
は
非
ざ
れ
ば
な
り
。
夫

の

一
悟
に
至
り
て
、
万
滞
同
に
尽
く
る
の
み
。

再
答
、
明
と
い
う
も
の
は
漸
進
に
よ

っ
て
至
り
着
く
の
で
は
な
く
て
、
信
が
教
に
よ

っ
て
起
る
こ
と
に
よ

っ
て
至
り
着
く
の
で
す
。

何
を
証
拠
に
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
か
と
い
う
と
、
教
に
よ

っ
て
信
じ
る
時
は
明
に
向

っ
て
目
進

の
効
果
が
挙

が
り
ま
す
が
、
理
は

漸
学
が
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
、
漸
学
に
は
悟
入
の
分
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
道
に
向
う
と
善
心
が
起
り
、

累
生
の
垢
を
損
じ
て
伏
す
る
の
で
す
。
伏
は
無
と
同
じ
よ
う
で
あ
り
、
善
は
悪
と
背
く
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
こ
の
伏
が

つ
と

め
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
無
と

一
緒
で
な

い
の
は
、
心
に
は
本
来
累
が
無
い
の
で
は
な
い
か
ら

で
す
。
た
だ
し
、
あ
の

一
悟
に
至

っ
て

の
み
万
滞
は
と
も
に
尽
き
る
の
で
す
。
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心
に
は
本
来
累
が
あ
る
か
ら

「伏
」
の
働
く
余
地
が
あ
る
。
し
か
し

一
切
の
累
が
尽
き
る
の
は

一
悟
に
お
い
て

の
み
で
あ
る
。

に

つ
い
て
は
、
次

の
慧
麟
と
の
問
答
に
お
い
て
、
さ
ら
に
詳
し
く
論
議
さ
れ
る
。

こ
の
点

維
三
問
、
答
云
、
由
教
而
信
則
有
日
進
之
功
、
非
漸
所
明
則
無
入
照
之
分
。
夫
尊
教
而
推
宗
者
、
錐
不
永
用
、
当
推
之
時
、
豊
可
不
暫

合

無
耶
。
若
許
其
暫
合
、
猶
自
賢
於
不
合
、
非
漸
如
何
。

維
三
問
す
、
答
え
て
云
く
、
教
に
由
り
て
信
ず
れ
ば
則
ち
日
進

の
功
有
る
も
、
漸
の
明
ら
む
る
所
に
非
ざ

れ
ば
則
ち
入
照
の
分
無

し
、
と
。
夫
れ
教
を
尊
ん
で
宗
を
推
す
者
は
、
永
く
は
用
い
ざ
る
と
錐
も
、
当
推

の
時
、
宣
に
無
と
暫
合
せ
ざ
る
可
け
ん
や
。
若
し

な

お

其
の
暫
合
を
許
さ
ば
、
猶
自
不
合
よ
り
賢
ら
ん
。
漸
に
非
ず
し
て
如
何
ん
。

僧
維
の
三
問
、
お
答
に
よ
る
と
、
教
に
よ

っ
て
信
じ
る
時
は
明
に
向

っ
て
日
進
の
効
果
が
挙
が
り
ま
す
が
、
理
は
漸
学
が
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
は
な

い
の
で
、
漸
学
に
は
悟
入
の
分
は
な
い
、
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
も
そ
も
教
え
を
尊
ん

で
宗
旨
を
追
究
す
る
者

は
、
永
久
的
に
で
は
な
い
に
し
て
も
、
追
究
し
て
い
る
そ
の
時
に
、
無
と
暫
合
し
な
い
は
ず
は
あ
り
ま
す
ま

い
。
も
し
そ
の
暫
合
を

許
す
な
ら
ば
、
不
合
よ
り
は
ま
さ

っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
漸
悟
に
非
ず
し
て
な
ん
で
し
ょ
う
。

三
答
、
暫
者
仮
也
、
眞
者
常
也
。
仮
知
無
常
、
常
知
無
仮
。
今
豊
可
以
仮
知
之
暫
而
侵
常
知
之
眞
哉
。
今
暫
合
賢

於
不
合
、
誠
如
来
言
。

籍
有
微
謹
、
巫
臣
諌
荘
王
之
日
、
物
除
於
己
、
故
理
為
情
先
。
及
納
夏
姫
之
時
、
己
交
於
物
、
故
情
居
理
上
。
情

理
雲
互
、
物
己
相
傾
、

亦
中
智
之
率
任
也
。
若
以
諌
日
為
悟
、
豊
容
納
時
之
惑
耶
。
且
南
為
聖
也
、
北
為
愚
也
。
背
北
向
南
非
停
北
之
謂
、
向
南
背
北
非
至
南
之

称
。
然
向
南
可
以
至
南
、
背
北
非
是
停
北
。
非
是
停
北
、
故
愚
可
去
夷
。
可
以
至
南
、
故
悟
可
得
　
。

三
答
、
暫
な
る
者
は
仮
な
り
、
眞
な
る
者
は
常
な
り
。
仮
知
は
常
無
く
、
常
知
は
仮
無
し
。
今
、
堂

に
仮
知

の
暫
を
以
て
常
知
の

眞
を
侵
さ
ん
や
。
今
暫
合
の
不
合
に
賢
る
は
、
誠
に
来
言
の
如
し
。
窃
に
微
謹
有
り
、
巫
臣
荘
王
を
諌
す
る

の
目
、
物
は
己
に
除
し
、
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故
に
理
は
情
の
先
と
為
る
。
夏
姫
を
納
る
る
の
時
に
及
び
て
は
、
己
は
物
に
交
わ
る
、
故
に
情
は
理
の
上
に
居
る
。
情
と
理
と
雲
互

し
、
物
と
己
と
相
い
傾
く
る
は
、
亦
た
中
智
の
率
任
な
り
。
若
し
諌
せ
る
日
を
以
て
悟
と
為
さ
ば
、
豊
に
納
時

の
惑
を
容
れ
ん
や
。

且
ら
く
南
を
聖
と
為
し
、
北
を
愚
と
為
さ
ん
。
北
に
背
き
て
南
に
向
う
は
、
北
に
停
ま
る
の
謂
に
は
非
ず
。
南
に
向
い
て
北
に
背

く
は
、
南
に
至
る
の
称
に
は
非
ず
。
然
れ
ど
も
、
南
に
向
わ
ば
以
て
南
に
至
る
可
く
、
北
に
背
か
ば
是
れ
北
に
停
ま
る
に
は
非
ず
。

是
れ
北
に
停
ま
る
に
は
非
ず
、
故
に
愚
は
去
る
可
し
。
以
て
南
に
至
る
可
し
、
故
に
悟
は
得
る
可
し
。

三
答
、
暫
と
は
仮
で
あ
り
、
眞
と
は
常
で
あ
る
。
仮
知
に
は
常
は
な
く
、
常
知
に
は
仮
は
な
い
。
な
の
に
仮
知

の
暫
に
よ

っ
て
常

知
の
眞
を
侵
犯
し
て
よ

い
も
の
で
し
ょ
う
か
。
と
こ
ろ
で
暫
合
が
不
合
よ
り
も
ま
さ
る
と
い
う
の
は
、
誠
に
お

っ
し
ゃ
る
と
お
り
で

　

す
。
し
か
し
恐
れ
な
が
ら
私
の
言
う
と
こ
ろ
を
例
証
し
ま
し
ょ
う
。
巫
臣
が
、
荘
王
を
練
め
た
時
は
、
物
は
己
れ
か
ら
遠
か
っ
た
、

だ
か
ら
理
が
情

の
先
に
立

っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
夏
姫
を
め
と

っ
た
時
は
、
己
れ
が
物
と
交

っ
た
、
だ
か
ら
情
が
理
の
上
に
出
た

の
で
す
。
情
と
理
と
が
優
位
を
占
め
合
い
、
物
と
己
れ
と
が
対
立
す
る
の
も
、
中
智
の
宜

い
加
減
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
も
し
諌

め
た
時
が
悟
り
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
め
と

っ
た
時
の
惑

い
の
余
地
は
な
か

っ
た
は
ず
で
す
。

こ
こ
で
南
を
聖
と
し
、
北
を
愚
と
し
ま
し
ょ
う
。
北
に
背

い
て
南
に
向
う
の
で
す
か
ら
、
北
に
停
ま
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

南
に
向

っ
て
北
に
背
い
て
い
る
の
で
す
が
、
南
に
至

っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
南
に
向
え
ば
南

に
至
り
着
く
は
ず
で

す
し
、
北
に
背
く
の
は
北
に
停
ま
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
に
停
ま
る
の
で
は
な
い
故
に
愚
を
去
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
南
に
至

り
着
く
こ
と
が
で
き
る
故
に
悟
り
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

四
、
慧
麟
と
の
問
答

慧
麟
演
僧
維
問
、
当
仮
知
之

一
合
、
与
眞
知
同
異
。
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は

慧
麟
、
僧
維
の
問
い
を
演
ぶ
、
当
た
仮
知
の

一
合
す
る
は
、
眞
知
と
同
か
異
か
。

慧
麟
が
僧
維
の
問
い
を
進
展
さ
せ
る
。
仮
知
が
無
と

一
時
的
に
遇
合
し
た
と
き
は
眞
知
と
同
じ
で
す
か
。

初
答
、
与
眞
知
異
。

初
答
、
眞
知
と
異
な
る
。

初
答
、
眞
知
と
は
異
な
り
ま
す
。

麟
再
問
、
以
何
為
異
。

麟
再
問
す
、
何
を
以
て
異
な
る
と
為
す
や
。

慧
麟

の
再
問
、
ど
う
い
う
理
由
で
異
な
る
と
言
う
の
で
す
か
。

再
答
、
仮
知
者
、
累
伏
故
理
暫
為
用
、
用
暫
在
理
不
恒
其
知
。
眞
知
者
、
照
寂
故
理
常
為
用
、
用
常
在
理
、
故
永
為
眞
知
。

再
答
、
仮
知
な
る
者
は
、
累
伏
す
る
が
故
に
理
暫
く
用
を
為
す
。
用
は
暫
く
理
に
在
る
の
み
に
し
て
、
其

の
知
を
恒
と
せ
ず
。
眞

知
な
る
者
は
、
照
寂
す
る
が
故
に
理
常
に
用
を
為
す
。
用
常
に
理
に
在
り
、
故
に
永
く
眞
知
と
為
る
。

再
答
、
仮
知
と
は
、
累
が
伏
す
る
か
ら
理
が
暫
く
作
用
す
る
こ
と
で
す
。
作
用
が
暫
ら
く
理
に
在
る
だ
け

だ
か
ら
、
そ
の
知
は
恒

常
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
眞
知
と
は
、
照

(覚

の
は
た
ら
き
)
が
寂
す
る
か
ら
、
理
が
常
に
作
用
す
る
こ
と
で
す
。
作
用
が
常
に
理
に

在
る
か
ら
、
恒
常
に
眞
知
で
あ
る
わ
け
で
す
。

隣
三
問
、
累
不
自
除
,
故
求
理
以
除
累
。
今
仮
知
之

一
合
、
理
実
在
心
。
在
心
而
累
不
去
、
将
何
以
去
之
乎
。



隣
三
問
す
、
累
は
自
ら
除
か
ず
、
故
に
理
を
求
め
て
以
て
累
を
除
く
。
今
、
仮
知
の

一
合
は
、
理
実
に
心
に
在
り
。
心
に
在
り
て

は

累
去
ら
ず
ん
ば
、
将
た
何
を
以
て
か
之
を
去
ら
ん
。

慧
麟
の
三
問
、
累
は
自
ら
を
除
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
理
を
求
め
て
累
を
除
く
の
で
す
。
と
こ
ろ

で
仮
知

の
無
と
の

一

合
に
お
い
て
は
、
理
が
実
際
に
心
に
在
る
の
で
す
。
理
が
心
に
在

っ
て
し
か
も
累
が
除
去
さ
れ
な
い
の
な
ら
、

い

っ
た

い
ど
う
や

っ

て
除
去
す
る
の
で
す
か
。
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三
答

、
累
起
因
心
、
心
触
成
累
。
累
恒
触
者
、
心
日
昏
、
教
為
用
者
、
心
日
伏
。
伏
累
弥
久
、
至
於
滅
累
。
然
滅
之
時
在
累
伏
之
後
也
。

伏
累
滅

累
、
貌
同
実
異
、
不
可
不
察
。
滅
累
之
体
、
物
我
同
忘
、
有
無

一
観
。
伏
累
之
状
、
他
己
異
情
、
空
実
殊
見
。
殊
実
空
、
異
己
他

者
、

入
於
滞
　
。

一
無
有
、
同
我
物
者
、
出
於
照
也
。

三
答
、
累
の
起
る
は
心
に
因
り
、
心
触
し
て
累
を
成
す
。
累
恒
に
触
す
る
者
は
、
心
日
に
昏
く
、
教

の
用
を
為
す
者
は
、
心
日
に

伏

す
。
伏
累
弥
よ
久
し
く
し
て
滅
累
に
至
る
。
然
る
に
、
滅
の
時
は
累
伏
す
る
の
後
に
在
り
。
伏
累
と
滅
累
と

は
、
貌
は
同
じ
き
も

実

は
異
る
こ
と
察
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
、
滅
累
の
体
は
、
物
と
我
と
同
に
忘
じ
、
有
と
無
と

一
観
す
。
伏
累
の
状

は
、
他
と
己
と
情
を

異

に
し
、
空
と
実
と
殊
見
す
。
実
と
空
と
を
殊
に
し
、
己
と
他
と
を
異
に
す
る
者
は
滞
に
入
る
。
無
と
有
と
を

一
に
し
、
我
と
物
と

を

同
じ
く
す
る
者
は
照
よ
り
出
づ
。

三
答
、
累
が
起
る
の
は
心
に
も
と
づ
き
ま
す
が
、
心
は
刺
戟
さ
れ
る
と
累
を
形
成
し
ま
す
。
累
が
常
に
刺
戟

し
て
い
る
と
、
心
は

日
に
日
に
く
ら
く
な
り
ま
す
が
、
教
が
有
効
に
は
た
ら
く
と
、
心
は
日
に
目
に
伏
し
ま
す
。
累
を
伏
す
る
こ
と

が
い
よ
い
よ
久
し
い

と

、
累
を
滅
す
る
に
至
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
滅
す
る
の
は
累
が
伏
し
た
後
の
こ
と
な

の
で
す
。
伏
累
と
滅
累

と
は
、
見
か
け
は
同

じ
で
も
実
体
は
ち
が
う
こ
と
も
よ
く
よ
く
知
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
滅
累
の
さ
ま
は
、
物
と
我
れ
と
を
と
も
に
忘
れ
、
有
と
無
と
を

一
つ
に
見
ま
す
。
伏
累
の
さ
ま
は
、
他
と
己
れ
と
心
情
を
異
に
し
、
空
と
実
と
を
別
と
見
ま
す
。
空
と
実
と
を

別
と
し
、
己
れ
と
他
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と
を
異
と
す
る
と
き
は
滞
に
落
ち
入
り
ま
す
。
無
と
有
と
を

一
と
し
、
我
れ
と
物
と
を
同
じ
と
す
る
と
き
は
、
覚
照
を
超
え
出
ま
す
。

五
、
慧
麟
、
僧
維
と

の
問
答

麟
維
問
、
三
世
長
久
於
百
年
、
三
千
広
於
赤
県
、
四
部
多
於
戸
口
、
七
宝
妙
於
石
沙
。
此
亦
方
有
小
大
、
化
有
遠
近
、
得
不
謂
之
然
乎
。

麟
と
維
と
問
う
、
三
世
は
百
年
よ
り
も
長
く
、
三
千
は
赤
県
よ
り
も
広
く
、
四
部
は
戸

口
よ
り
も
多
く
、
七
宝
は
石
沙
よ
り
も
妙

な
り
。
此
れ
も
亦
た
方
に
小
大
有
り
、
故
に
化
に
遠
近
有
る
な
り
、
之
を
然
り
と
謂
わ
ざ
る
を
得
ん
や
。

慧
麟
と
僧
維
と
が
問
う
、
仏
典
に
説
か
れ
る
三
世
は

(中
国
人
が
問
題
に
す
る
最
長
の
時
間
)
百
年
よ
り
も
長
く
、
三
千
世
界
は

中
国
よ
り
も
広
く
、
四
部
衆
は
中
国
人
よ
り
も
多
く
、
七
宝
の
山
は
石
砂
の
山
よ
り
も
秀
麗

で
す
。
こ
れ
も
や
は
り
、
国
に
小
大
が

あ
る
か
ら
教
化
に
高
遠
な
の
と
偉
近
な
の
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
然
り
と
し
な

い
で
よ
い
で
し

ょ
う
か
。

初
答
、
事
理
不
同
、
恒
成
四
端
、
自
有
小
大
、
各
得
其
宣
。
亦
有
賢
愚
、
違
方
而
処
。
所
謂
世
同
時
異
、
物
是
人
非
。
讐
割
難
之
政
、

亦
有
牛
刀
。
侃
璽
而
聴
、
豊
皆
唐
虞
。
今
謂
言
遊

(底
本
作
折
)
体
尽
於
武
城
、
長
世
皆
軍
於
天
下
、
未
之
聞
也
。
且
倶
称
妙
覚
、
而
国

土
精
粗
、
不
可
以
精
粗
国
土
、
而
言
聖
有
優
劣
。
景
　
之
応
本
非
所
徴
　
。

初
答
、
事
理
同
じ
か
ら
ず
し
て
恒
に
四
端
を
成
す
。
自
ら
小
大
有
れ
ば
各
お
の
其

の
宜
し
き
を
得
、
亦
た
賢
愚
有
れ
ば
違
方
に
し

て
処
る
。
所
謂
る
世
は
同
じ
く
し
て
時
は
異
な
り
、
物
は
是
に
し
て
人
は
非
な
る
な
り
。
讐
え
ば
割
難
の
政

に
亦
た
牛
刀
有
り
。
璽

お
よ

を
侃
び
て
聴
く
、
堂
に
皆
な
唐
虞
な
ら
ん
や
。
今
謂
ら
く
、
言
游
の
体
、
武
城
に
尽
き
、
長
世
皆
な
天
下
に
輩
ぶ
と
は
未
だ
之
を
聞

か
ざ
る
な
り
。
且

つ
倶
に
妙
覚
と
称
し
て
国
土
に
精
粗
あ
る
も
、
精
粗

の
国
土
を
以
て
聖
に
優
劣
有
り
と
言
う
可
か
ら
ず
。
景
　
の

応
は
本
よ
り
徴
す
る
所
に
は
非
ず
。



初
答
、
事
理
が
同
じ
で
な
い
か
ら
、
常
に
四
端
を
な
す
の
で
あ
り
ま
す
。
も
と
も
と
小
大
が
あ
る
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
安
ん
ず
る
所

を
得
、
ま
た
賢
愚
が
あ
る
か
ら
場
所
を
ち
が
え
て
落
ち
着
く
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る

「世
は
同
じ
で
も
時
は
う

つ
ろ
い
、
物
は
同
じ
で

　

　

も
人
は
変
る
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
ケ
チ
な
政
治
に
大
袈
裟
な
や
り
方
を
し
た
者
が
あ
り
ま
す
。
印
璽
を
お
び
て
政
治
を

や

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
誰
も
が
唐
虞

で
あ
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
い
ま
思
う
に
、
武
城
の
主
の
言
游
の
や
り
方
が
武
城
で
絶
え
、

英
雄
の
恩
沢
が
い
つ
も
天
下
に
及
ぶ
と
は
、
聞

い
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

か

つ
ま
た
、
と
も
に
妙
覚
と
称
し
て
も
、
国
土
に
浄
稼
の
ち
が
い
が
あ
り
ま
す
が
、
浄
繊
の
国
土
に
よ

っ
て
聖
に
優
劣
が
あ
る
と

は
言
え
ま
せ
ん
。
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
に
応
現
さ
れ
た
か
は
、
勿
論
明
ら
か
に
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
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維
再
問
、
論
云
、
或
道
広
而
事
狭
、
或
事
是
而
人
非
。
今
不
可
以
事
之
大
小
而
格
道
之
粗
妙
、
誠
哉
斯
言
。
但
所
疑
不
在
此
耳
。
設
令

周
孔
実
未
尽
極
、
以
之
応
世
、
故
自
居
宗
。
此
自
是
去
聖
遠
、
未
足
明
極
。
夫
降
妙
数
階
、
以
接
群
粗
、
則
粗
者
所
不
測
。
然
数
階
之
妙

非
極

妙
之
謂
。
推
此
而
言
、
撫
世
者
於
粗
為
妙
、
然
於
妙
猶
粗
　
。
以
妙
求
粗
、
則
無
往
不
尽
、
以
粗
求
妙
、
則
莫
観
其
原
。
無
往
不
尽
、

故
謂
之
窮
理
。
莫
観
其
原
、
故
仰
之
弥
高
。
今
堂
可
就
顔
氏
所
崇
而
同
之
極
妙
耶
。

維
再
問
す
、
論
じ
て
云
く
、
或
は
道
は
広
く
し
て
事
は
狭
く
、
或
は
事
は
是
に
し
て
人
は
非
な
り
。
今
、
事

の
大
小
を
以
て
道
の

粗
妙
を
格
す
可
か
ら
ず
、
と
。
誠
な
る
哉
斯
の
言
や
。
但
だ
疑
う
所
は
此
に
在
ら
ざ
る
の
み
。
設
令
い
周
孔
は
実
に
未
だ
極
を
尽
く

さ
ざ
る
も
、
之
を
以
て
世
に
応
ず
、
故
に
自
ら
宗
に
居
る
な
り
。
此
れ
自
ら
是
れ
世
の
聖
を
去
る
こ
と
遠
く
し

て
未
だ
極
を
明
ら
む

る
に
足
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
夫
れ
妙
を
降
る
こ
と
数
階
に
し
て
、
以
て
群
粗
を
接
せ
ば
、
則
ち
粗
な
る
者
の
測
ら
ざ
る
所
な
り
。
然
れ

ど
も
、
数
階

の
妙
は
極
妙
の
謂
に
は
非
ず
。
此
れ
を
推
し
て
言
わ
ば
、
世
を
撫
す
る
者
は
粗
に
於
い
て
は
妙
と
為
る
も
、
然
れ
ど
も

妙
に
於

い
て
は
猶
お
粗
な
り
。
妙
を
以
て
粗
を
求
む
れ
ば
則
ち
往
く
と
し
て
尽
さ
ざ
る
は
無
く
、
粗
を
以
て
妙
を
求
む
れ
ば
則
ち
其

の
原
を
観
る
莫
し
。
往
く
と
し
て
尽
さ
ざ
る
無
し
、
故
に
之
を
理
を
窮
む
と
謂
う
。
其
の
原
を
観
る
莫
し
、
故
に
之
を
仰
げ
ば
弥
よ
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高
し
。
今
堂
に
顔
氏
の
崇
し
と
す
る
所
に
就
い
て
、
之
を
極
妙
に
同
じ
と
す
可
け
ん
や
。

論
じ
て
云
わ
れ
る
に
、
道
は
広
い
が
か
か
わ
る
事
物
は
狭

い
、
事
物
は
同
じ
で
も
人
は
変
る
。
だ
か
ら
事
物
の
大
小
で
道
の
粗
妙

を
決
め
て
は
な
ら
な
い
と
。
誠
に
お

っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
た
だ
疑
問
は
こ
の
点
に
在
る
の
で
は
な

い
の
で
す
。
た
と
い
周
公
孔

氏
が
実
は
未
だ
極
を
き
わ
め
て
い
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
立
場
で
世
の
要
望
に
こ
た
え
た
の
で
す
か
ら
、
自
然
と
宗
主
と
な

っ

た
の
で
す
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
そ
の
世
が
聖
を
去
る
こ
と
遠
か

っ
た
せ
い
で
、
未
だ
極
を
明
ら
か
に
す
る
に
至
ら
な
か

っ
た
か
ら
で

す
。そ

も
そ
も
妙
を
数
等
下

っ
て
粗
の
者
た
ち
を
相
手
に
し
て
も
、
粗
の
者
た
ち
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
数
等
下

っ
た
妙
が
極

妙
で
あ
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
論
法
を
押
し
及
ぼ
し
て
言
え
ば
、
世
に
君
臨
す
る
者
は
、
粗
に
対
し

て
は
妙
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
し
か
し
妙
に
対
し
て
は
な
お
粗
で
あ
り
ま
す
。
妙
で
あ
り
つ
つ
粗
を
追
求
す
れ
ば
、
き
わ
め

つ
く
さ
ぬ

こ
と
と

て
な
い
で
あ
り

ま
し
ょ
う
。
し
か
し
粗

で
あ
り
な
が
ら
妙
を
追
求
す
れ
ば
、
そ
の
根
源
を
見
き
わ
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
わ
め

つ
く
さ
ぬ
こ

と
と
て
な
い
故
に
、

こ
れ
を
理
を
窮
め
る
と
言

い
ま
す
。
そ
の
根
源
を
見
き
わ
め
る
こ
と
は
な
い
故
に
、
こ
れ
を
仰
げ
ば

い
よ
い
よ

高
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
す
れ
ば
い
ま
ど
う
し
て
、
顔
氏
の
高
し
と
す
る
所
に

つ
い
て
、
こ
れ
を
極
妙
に
同
じ
だ
と
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。

僧
維
が
言
お
う
と
す
る
の
は
、
「窮
理
」
の
釈
氏
は
極
妙
で
あ
る
が
、

「弥
高
」

の
孔
氏
は
な
お
粗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず

「窮
理
」
と
い
う
の
は
こ
の
こ
ろ
流
行
の
語
で
あ

っ
た
。

般
若
波
羅
蜜
経
者
、
窮
理
尽
性
之
格
言
、
菩
薩
成
仏
之
弘
軌
也
。
軌
不
弘
則
不
足
以
冥
群
異
指
其
帰
、
性
不
尽
則
物
何
以
登
道
場

成
正
覚
。
正
覚
之
所
以
成
、
群
異
之
所

一
、
何
莫
由
斯
道
也
。
(出
三
蔵
記
集
八
僧
叡
小
品
経
序
)

有
名
日
、
浬
葉
既
絶
図
度
之
域
、
則
超
六
境
之
外
。
不
出
不
在
而
玄
道
独
存
。
斯
則
窮
理
尽
性
、
究
意
之
道
、
妙

一
無
差
、
理
其



然
　
。
(肇
論
)

窮
理
尽
性
、
謂
無
量
義
定
。

(竺
道
生
法
華
疏

一
)

窮
理
尽
性
、
聖
行
巳
畢
。

(浬
藥
経
集
解
三
十
四
、
大
正
蔵
経
37
i
四
九

一
C
)

僧

維
も

「窮
理
」
尽
性
を
正
覚
の
成
る
所
以
と
す
る
考
え
に
も
と
つ
い
て

「極
妙
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に

「弥
高
」
は
顔
淵
が
孔
子
の
底
知
れ
な
い
偉
大
さ
を
嘆
じ
た
言
葉

で
あ
る

(論
悟
子
牢
篇
)。
こ
れ
を
逆

手
に
取

っ
て
、
底
が

知
れ
な

い
の
は
、
そ
も
そ
も
孔
子
自
身
が
底
を
知

っ
て
い
な

い

(莫
観
其
源
)
か
ら
で
、

こ
れ
を
極
妙
と
同
じ
だ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
い
う
の
は
言
い
掛
り
で
あ
ろ
う
。
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再
答
、
今
不
籍
顔
所
推
而
謂
之
為
極
。
但
謂
顔
為
庶
幾
、
則
孔
知
幾
実
。
且
許
禺
昌
言
、
孔
非
本
談
、
以
尭
則
天
、
体
無
是
同
。
同
体

至
極
、
山豆
計
有
之
小
大
耶
。

ち
か

再
答
、
今
、
顔
の
推
す
所
を
籍
り
て
之
を
謂

い
て
極
と
為
さ
ず
。
但
だ
顔
は
幾
に
庶
し
と
為
せ
ば
則
ち
孔
は
幾
を
知
る
と
謂
う
の

み
。
且
つ
禺
の
昌
言
を
許
し
、
孔
は
本
よ
り
談
ず
る
に
非
ず
、
尭
は
天
に
則
る
を
以
て
、
無
を
体
す
る
こ
と
は
是
れ
同
じ
。
同
じ
く

至
極
を
体
す
れ
ば
、
豊
に
有
の
小
大
を
計
ら
ん
や
。

再
答
、
い
ま
私
は
、
顔
淵
の
推
選
に
よ

っ
て
孔
子
を
極
妙
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
顔
淵
が
幾
に
近
い
の
だ
か

⑨

⑩

ら
、
孔
子
は
幾
を
知
る
と
言

っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
萬

の
美
言
を
可
と
し
、
孔
子
は
言
わ
ず
も
が
な
、
尭
は
天
に
則
る
の
で
す
か

ら
、
無
を
体
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
皆
な
同
じ
で
す
。
孔
氏
も
釈
氏
も
至
極
を
体
す
る
の
で
す
か
ら
、
有
の
大
小
を
あ
げ

つ
ら
う
こ

と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

「庶
幾
」
「知
幾
」
は
い
ず
れ
も
周
易
繋
辞
伝
下
の
語
。
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子
日
、
知
幾
其
神
乎
。
君
子
上
交
不
諸
、
下
交
不
漬
、
其
知
幾
乎
。
幾
者
動
之
微
、
吉
之
先
見
者
也
。
君

子
見
幾
而
作
、
不
侯
終

日
。

子
日
、
顔
氏
之
子
、
其
殆
庶
幾
乎
。
有
不
善
、
未
嘗
不
知
。
知
之
未
嘗
復
行
也
。

謝
霊
運
は
、
亜
聖
の
顔
淵
が

「殆
庶
幾
」

(殆
ん
ど
幾
に
庶
し
)
で
あ
る
か
ら
に
は
、
聖
人
で
あ
る
孔
子
は
当
然

「知
幾
」

(幾
を
知
る
)

　

の
極
妙
で
あ
る
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

維
三
問
、
凡
世
人
所
不
測
而
又
昌
言
者
、
皆
可
以
為
聖
耶
。

維
三
問
す
、
凡
そ
世
人
の
測
ら
ざ
る
所
に
し
て
昌
言
す
る
者
は
、
皆
な
以
て
聖
と
為
す
可
き
や
。

僧
維
の
三
問
、
お
よ
そ
世
人
が
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
を
昌
言
す
る
者
は
、
す

べ
て
聖
人
と
見
な
す
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

「昌

言

」

に

は

、

美

言

、

正

言

の
意

の

ほ

か

に

、

放

言

、

大

言

の
意

も

あ

る

。

三
答
、
夫
昌
言
賢
者
、
尚
許
其
賢
、
昌
言
聖
者
、
豊
得
反
非
聖
耶
。
日
用
不
知
、
百
姓
之
迷
蒙
、
唯
仏
究
尽
実

相
之
嵩
高
。
今
欲
以
嵩

高
之
相
而
令
迷
蒙
所
知
、
未
之
有
也
。
荷
所
不
知
、
焉
得
不
以
昌
言
為
信
。
既
以
釈
昌
為
是
、
何
以
孔
昌
為
非
耶
。

三
答
、
夫
れ
賢
を
昌
言
す
る
者
す
ら
尚
お
其

の
賢
な
る
こ
と
を
許
す
。
聖
を
昌
言
す
る
者
、
豊
に
反

っ
て
聖
に
非
ず
と
す
る
こ
と

を
得
ん
や
。
日
に
用
い
て
知
ら
ざ
る
は
百
姓

の
迷
蒙
な
り
。
唯
だ
仏

の
み
実
相
の
嵩
高
を
究
尽
す
。
今
、
嵩

高
の
相
を
以
て
し
て
迷

蒙
の
知
る
所
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
は
、
未
だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
萄
も
知
ら
ざ
る
所
は
、
焉
ん
ぞ
昌
言
を
以
て
信
を
為
さ
ざ
る

を
得
ん
や
。
既
に
釈
昌
を
以
て
是
と
為
せ
ば
、
何
ぞ
孔
昌
を
以
て
非
と
為
さ
ん
や
。

三
答
、
そ
も
そ
も
賢
を
昌
言
す
る
者
す
ら
な
お
賢
人
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
聖
を
昌
言
す
る
者
が
反
対
に
聖
人
で
は
な
い
と
さ
れ



　

る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
毎
日
使

っ
て
い
な
が
ら
知
ら
な
い
の
は
世
人
の
迷
蒙
で
す
。
た
だ
仏

の
み
が
実
相
の
崇
高
を
き
わ
め

つ
く
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
い
ま
、
崇
高

の
相
を
迷
蒙

の
世
人
に
分
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
そ
ん
な
た
め

し
は
あ
り
ま
せ
ん
。

い
や
し
く
も
分
ら
な
い
と
こ
ろ
は
、
昌
言
に
よ

っ
て
信
じ
る
し
か
な

い
で
し
ょ
う
。
釈
氏
の
昌
言
を
是
と
す
る
以
上
、
ど
う
し
て
孔

氏

の
昌
言
を
非
と
し
ま
し
ょ
う
そ
。

六
、
竺
法
綱
の
問
い
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竺
法
綱
問
、
敬
披
高
論
、
探
研
宗
極
、
妙
判
権
實
、
存
旨
儒
道
、
遺
教
孔
繹
、
昌
言
折
中
、
允
然
新
論
。
可
謂
激

流
導
源
、
螢
梯
襲
揮

(底
本
作
暉
)
　
。
詳
複
答
協
維
之
問
、
或
謂
因
権
以
通
、
或
學
而
非
悟
爾
。
爲
玄
句
徒
設
、
無
關
於
胸
情
焉
。
籍

所
未
安
。
何
以
言
之
。

夫
道

形
天
隔
、
幾

二
瞼
絶
、
學
不
漸
宗
、
曾
無
髪
髭
、
馳
騎
有
端
、
思
不
出
位
、
神
崖
易
由
而
登
、
幾
峯
何
從
而
超
哉
。
若
勤
務
於
有
而

坐
髄

於
無
者
、
讐
猶
揮
毫
鍾
張
之
側
、
功
偉
羽井養
之
能
、
不
然
明
夷
。
蓋
同
有
非
甚
閾
、
尚
不
可
以
翫
此
而
善
彼
、
量
況
乎
有
無
之
至
背
、

而
反
得
以
相
通
者
耶
。

の
こ

竺
法
綱
問
う
、
敬
し
ん
で
高
論
を
披
く
に
、
宗
極
を
探
研
し
て
権
実
を
妙
判
し
、
旨
を
儒
と
道
と
に
存
し
て
教
を
孔
と
釈
と
に
遺

ゆ
る

か
さ

し
、
昌
言
も
て
折
中
し
て
允
し
て
新
論
を
然
り
と
す
。
謂

つ
可
し
、
激
流
源
を
導
き
、
螢
払
発
揮
す
と
。
複
ね

て
贔
維
の
問
い
に
答

う
る
を
詳
ら
か
に
す
る
に
、
或

い
は
権
に
因
り
て
以
て
通
ず
と
謂
い
、
或

い
は
学
に
し
て
悟
に
は
非
ず
と
す
。
玄
句
徒
ら
に
設
く
る

こ
と
を
為
す
は
、
胸
情
に
関
す
る
無
し
。
霜
か
に
未
だ
安
ん
ぜ
ざ
る
所
な
り
。
何
を
以
て
之
を
言
う
や
。
夫
れ
道
と
形
と
は
天
と
隔

り
、
幾
と
二
と
は
険
絶
す
。
学
し
て
宗
に
漸
せ
ず
し
て
曽

つ
て
髪
髭
す
る
無
く
、
有
端
に
馳
騎
し
て
思
い
位
を
出
で
ず
ん
ば
、
神
崖

は
易
に
由
り
て
登
り
、
幾
峯
は
何
れ
よ
り
し
て
超
え
ん
や
。
若
し
勤
め
て
有
に
務
め
、
而
う
し
て
坐
し
て
無
を
体
せ
ば
、
讐
え
ば
猶

お
鍾
張

の
側
を
揮
毫
し
て
、
功
は
葬
養
の
能
に
偉
し
き
が
ご
と
し
。
然
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
蓋
し
同
に
有
に
し
て
甚
だ
し
く



頓悟の考察弁宗論24

関
す
る
に
は
非
ざ
る
す
ら
、
尚
お
以
て
此
を
翫
び
て
彼
に
善
か
る
可
か
ら
ず
。
豊
に
い
わ
ん
や
有
と
無
と
の
至
背
に
し
て
反

っ
て
以

て
相
い
通
ず
る
を
得
る
者
な
ら
ん
や
。

竺
法
綱
の
問
い
、
敬
し
ん
で
高
論
を
ひ
も
と
き
ま
す
に
、
宗
極
を
探
求
し
て
権
智
と
実
智
と
の
別
を
緻
密

に
述

べ
ら
れ
、
儒
家
と

道
家
と
の
宗
旨
を

の
こ
し
、
孔
氏
と
釈
氏
と
の
教
説
を
と
ど
め
、
得
意

の
説
で
折
中
し
、
新
論
を
肯
定
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
論
議
の

激
流
の
源
と
な
り
、
事
理
解
明
の
口
火
を
切

っ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

再
三
法
贔
や
僧
維
の
問
に
答
え
ら
れ
た
、
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
見
ま
す
と
、
あ
る
い
は
手
段
に
よ

っ
て
通
わ
せ
る
と
言
い
、
あ

る
い
は
学
で
あ

っ
て
悟
で
は
な

い
と
言
わ
れ
ま
す
。
実
際
か
ら
遊
離
し
た
言
葉
を

い
た
ず
ら
に
並
べ
ら
れ
ま
す
と
、
興
味
が
湧
い
て

来
ま
せ
ん
。
内
心
不
安
に
思
う
と
こ
ろ
で
す
。
ど
う
い
う
理
由
で
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
か
と
言
い
ま
す
と

、
そ
も
そ
も
道

(形
而

　

上
)
と
形

(形
而
下
)
と
は
隔
絶
し
、
幾

(き
ざ
し
)
と

二

(あ
ら
わ
れ
)
と
は
懸
絶
し
て
お
り
ま
す
。
学

ん
で
も
宗
極
に
は
近
づ

　

か
ず
、
お
ぼ
ろ
げ
に
見
る
こ
と
す
ら
ま
る
で
な
く
、
有
の
領
域
に
奔
走
し
て
、
思

い
は
分
際
を
出
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
崖
は

ど
う
や

っ
て
登
り
、
幾
峯
は
ど
う
や

っ
て
越
え
ま
し
ょ
う
か
。
も
し
有
に
力
を
注

い
で
、
そ
れ
に
よ

っ
て
無
を
体
得
す
る
な
ら
ば
、

あ
た
か
も
書
の
名
人
の
鍾
餅
や
張
芝
の
筆
法
を
習

っ
て
、
弓
の
名
人
の
葬
や
養
由
基
の
技
能
が
身
に

つ
く
よ
う
な
も
の
で
、
そ
ん
な

道
理
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
思
う
に
、
甚
し
く
は
さ
ま
た
げ
合
わ
な
い
同
じ
有
で
す
ら
、
こ
れ
を
習

っ
て
あ
れ
に
熟
達
す
る

と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
い
わ
ん
や
有
と
無
と
の
よ
う
に
絶
対
的
に
背
反
す
る
も
の
が
、
か
え

っ
て
相
い
通
じ
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
ま
し
ょ
う
か
。

又
云
、
累
既
未
壼
、

械
有
、
怯
有
者
必
無
。

不
無
、
故
無
無
貴
　
。

無
不
可
得
、
壼
累
之
弊
、
始
可
得
無
耳
。
問
日
、
夫
膏
盲
大
道
、
擢
朝
玄
路
、
莫
尚
於
封
有
之
累
也
。
蓋
有
不
能

未
有
先
壼
有
累
、
然
後
得
無
也
。
就
如
所
言
、
累
壼
則
無
爾
。
爲
累
之
自
去
、
實
不
無
待

。
實
不
無
待
、
則
不
能

如
彼
重
闇
自
晴
、
無
假
火
日
。
無
假
火
日
、
則
不
能
不
設
、
亦
明
無
尚
焉
。
落
等
級
而
奇
頓
悟
、
將
於
是
乎
蹟
　
。
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暇
任
之
絵
、
幸
思
嘉
繹
。

又
た
云
く
、
累
既
に
未
だ
尽
き
ざ
れ
ば
無
は
得
べ
か
ら
ず
。
累
の
弊
を
尽
く
し
て
始
め
て
無
を
得
べ
き
の
み
、
と
。

な
が
え

く
だ

た
か

問
う
て
曰
く
、
夫
れ
大
道
に
膏
育
し
、
朝
を
玄
路
に
擢
く
も
の
は
、
封
有
の
累
よ
り
尚
き
は
莫
し
。
蓋
し
有

は
有
を
桧
る
こ
と
能

わ
ず
し
て
、
有
を
桂
る
者
は
必
ず
無
な
り
。
未
だ
先
ず
有
累
を
尽
く
し
て
、
然
る
後
に
無
を
得
る
こ
と
有
ら
ざ

る
な
り
。
言
う
所
の

如
き
に
就
か
ば
、
累
尽
き
れ
ば
則
ち
無
な
り
と
。
累
の
自
ら
去
り
て
、
実
に
無
と
待
た
ず
と
為
す
。
実
に
無
と
待
た
ざ
れ
ば
則
ち
無

あ

し
と
せ
ざ
る
能
わ
ず
。
故
に
無
に
貴
き
無
き
な
り
。
彼
の
重
闇
の
自
ら
晴
け
て
火
日
を
仮
る
こ
と
無
き
が
如
し
。
火
日
を
仮
る
こ
と

と
お
と

無
け
れ
ば
則
ち
設
と
せ
ざ
る
能
わ
ず
。
亦
た
明
に
尚
き
無
き
な
り
。
等
級
に
落
ち
て
頓
悟
に
奇
る
は
、
將
に
是

に
お
い
て
か
蹟
か
ん

と
す
。
暇
任
の
余
、
幸
く
は
嘉
釈
を
思
わ
ん
こ
と
を
。

ま
た
次

の
よ
う
に
言

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
累
が
未
だ
尽
き
て
い
な
い
以
上
、
無
は
得
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
累
の
弊
を
尽
く
し

て
は
じ
め
て
無
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
、
と
。

そ
こ
で
お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
大
道
に
お
い
て
命
取
り
と
な
り
、
玄
路
に
お

い
て
進
行
不
能
に
す
る
も
の
は
、
有
に
封

じ
込
め
る
累
よ
り
上
の
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
思
う
に
、
有
は
有
を
な
く
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
有
を
な
く
す
る
の
は
必
ず
無

で
す
。
で
す
か
ら
先
ず
有

の
累
を
尽
く
し
て
、
そ
の
の
ち
無
を
得
る
と
い
う

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
お

っ
し
ゃ
る
と
こ
ろ

で
は
、
累
が
尽
き
る
時
に
無
と
な
る
と
の
こ
と
。

つ
ま
り
、
累
が
そ
れ
自
体
で
な
く
な

っ
て
、
ま

っ
た
く
無
と
か
か
わ
ら
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。
ま

っ
た
く
無
と
か
か
わ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
無
の
は
た
ら
き
は
な

い
と
し
な
い
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

無
に
は
価
値
が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
の
暗
が
そ
れ
自
体
で
明
か
る
く
な

っ
て
、
火
日
を
必
要
と
し
な
い
の
と
同
じ
で
す
。
火

日
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
火
日
の
は
た
ら
き
は
仮
構
と
し
な

い
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
か
ら
、
や
は

り
明
に
は
価
値
が
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
段
階
的
追
求
を
経
て
頓
悟
に
帰
着
す
る
の
論
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
蹟
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
暇
任
の
余
、

願
わ
く
は
嘉
釈
を
思
わ
れ
ん
こ
と
を
。
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謝
霊
運
は
釈
氏

の

「能
至
」
と
孔
氏
の

「
一
極
」

(
つ
ま
り
頓
悟
)
と
を
取

っ
て
、
道
家

の

「得
意
忘
言
」
の
説

で
折
中
し
、
言
わ
ば

「漸

修

頓
悟
」
の
修
行
論
を
構
想
す
る
。
「能
至
」
は

「託
学
以
至
」
の
で
あ
り
、
「積
学
」
に
よ
る
の
で
あ
る
。

「積
学
」
は

「尽
累
之
弊
」
で

あ

り
、
「累
尽
則
無
」
な
ら
ば
、
「累
之
自
去
、
実
不
無
待
」
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て

「無
」
の
は
た
ら
き
は
必
要

で
は
な
く
な
る
。
し
た

が

っ
て

「頓
悟
」
の
用
も
な
く
な
る
。

つ
ま
り

「積
学
」
の
段
階
で
す
べ
て
事
足
り
る
の
で
あ
る
か
ら
、

「漸
修
頓
悟
」
の
論
は
成
り
立
た

な

い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

の
が
法
綱
の
指
摘

で
あ
る
。

七
、
釈
慧
琳
の
問
い

繹
慧
琳
問
、
三
復
精
議
、
緋
儘

二
家
、
斜
酌
儒
道
、
實
有
懐
於
論
　
。
至
於
去
繹
漸
悟
、
遺
孔
殆
庶
、
蒙
籍
惑

焉
。
繹
云
有
漸
、
故
是

自

形
者
有
漸
。
孔
之
無
漸
、
亦
是
自
道
者
無
漸
。
何
以
知
其
然
耶
。
中
人
可
以
語
上
、
久
習
可
以
移
性
、
孔
氏
之
訓
也
。

一
合
於
道
場
非

十

地
之
所
階
、
繹
家
之
唱
也
。
如
此
漸
絶
文
論
、
二
聖
詳
言
。
堂
独
夷
束
於
教
、
華
拘
於
理
。
將
恐
斥
離
之
辮
、
僻
長
於
新
論
乎
。

釈
慧
琳
問
う
、
精
議
を
三
復
す
る
に
、

二
家
を
弁
橿
し
、
儒
道
を
掛
酌
す
。
実
に
論
に
懐
有
り
。
釈
の
漸
悟
を
去
り
、
孔
の
殆
庶

す

も
と

を
遺

つ
る
に
至
り
て
は
、
蒙
は
籍
か
に
焉
に
惑
え
り
。
釈
は
漸
有
り
と
云
う
、
故
よ
り
是
れ
形
よ
り
す
れ
ば
漸
有
る
な
り
。
孔
の
漸

無
き
は
、
亦
た
是
れ
道
よ
り
す
れ
ば
漸
無
き
な
り
。
何
を
以
て
其
の
然
る
を
知
る
や
。
中
人
は
以
て
上
を
語
る
可
く
、
久
し
く
習
わ

ば
以
て
性
を
移
す
可
し
と
は
、
孔
氏
の
訓
え
な
り
。
道
場
に

一
合
し
て
十
地
の
階
す
る
所
に
は
非
ず
と
は
、
釈
家

の
唱
え
な
り
。
此

つ
か

と
ら

く
の
如
く
漸
絶

の
文
論
、

二
聖
は
詳
言
せ
り
。
豊
に
独
り
夷
は
教
に
束
ね
ら
れ
、
華
は
理
に
拘
え
ら
れ
ん
や

。
將
た
斥
離

の
弁
、
辞

の
新
論
よ
り
長
ず
る
を
恐
る
る
や
。

釈
慧
琳
の
問
い
、
反
復
し
て
精
議
を
拝
読

い
た
し
ま
す
に
、
二
家
を
弁
析
し
、
儒
道
を
斜
酌
し
て
お
ら
れ

、
ま
こ
と
に
感
じ
入
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
釈
氏
の
漸
悟
を
取
り
去
り
、
孔
氏
の
殆
庶
を
取
り
除
く
段
に
な
る
と
、
私
は
ひ
そ
か
に
戸
惑

い
ま
す
。



釈
氏
が
漸
あ
り
と
言
う

の
は
、
も
と
も
と
形
の
次
元
に

つ
い
て
言
え
ば
漸
あ
り
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

孔
氏
の
漸
な
し
も
、
道

の
次
元
に
つ
い
て
言
え
ば
漸
な
し
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
何
に
よ

っ
て
そ
う
だ
と
解
る
か
と
い
い
ま
す

と
、
中
人
に
は
向
上
を

⑮

⑯

語
る
こ
と
が
で
き
る
、
久
し
く
習
え
ば
性
質
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う

の
は
孔
氏
の
教
え
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
道
は
道

　

場
に
お
い
て

一
挙
に
投
合
す
る
の
で
あ

っ
て
、
十
地
の
段
階
に
よ

っ
て
至
り
着
く

の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
は
釈
家

の
教
え
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
漸
頓

の
文
言
は
二
聖
が
詳
し
く
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
い

っ
た

い
、
夷

人
は
教
に
し
ば
ら
れ
、

華
人
は
理
に
と
ら
わ
れ
る
と
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
色
分
け
し
て
論
ず
る
こ
と
は
、
説
明

の
仕
方
が
新
論
よ
り

も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
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筋
道
人
難
云
、
絶
欲
由
於
禮
理
。
當
謂
日
損
者
以
理
自
悟
也
。
論
日
、
道
與
俗
反
、
本
不
相
關
、
故
因
権
以
通
之
、
物
濟
則
反
本
。
問

日
、
権
之
所
假
、
習
心
者
亦
終
以
爲
慮
乎
。
爲
曉
悟
之
日
、
與
繧
之
空
理
、
都
自
反
耶
。
若
其
永
背
、
空
談
翻
爲

末
説
。
若
始
終
相
扶
、

可
循

(底
本
作
修
)
教
而
至
。

協
道
人
難
じ
て
云
く
、
欲
を
絶

つ
こ
と
は
理
を
体
す
る
に
由
る
。
当
に
謂
う

べ
し
、
目
損
す
る
者
は
理
を

以
て
自
ら
悟
る
、
と
。

わ
た

論
じ
て
曰
く
、
道
は
俗
と
反
し
、
本
よ
り
相
い
関
ぜ
ず
。
故
に
権
に
因
り
て
以
て
之
を
通
じ
、
物
済
れ
ば
則

ち
本
に
反
る
、
と
。

は

す

べ

問
う
て
曰
く
、
権
の
仮
る
所
は
、
習
心
の
者
も
亦
た
終
に
以
て
慮
を
為
す
や
、
為
た
曉
悟
の
日
、
経

の
空
理
と
都
自

て
反
す
る
や
。

若
し
其
れ
永
く
背
か
ば
、
空
談
は
翻

っ
て
末
説
と
為
ら
ん
。
若
し
始
終
相
い
扶
け
ば
、
教
に
循

い
て
至
る
可
し
。

筋
道
人
が
問
難
し
て
云

っ
て
お
り
ま
す
、
欲
を
絶

つ
の
は
理
を
体
す
る
こ
と
に
よ
る
。
な
ら
ば
日
損
す
る
者
は
理
に
よ

っ
て
自
ら

悟
る
と
言
う
ぺ
き
で
し
ょ
う
、
と
。
論
じ
て
云
わ
れ
に
は
、
道
は
俗
と
相
い
反
し
、
も
と
よ
り
俗
と
か
か
わ

り
を
持
ち
ま
せ
ん
。
だ

か
ら
権
智
に
よ

っ
て
通
わ
せ
、
衆
生
が
済
度
さ
れ
た
ら
本
に
帰
る
の
で
す
、
と
。

お
尋
ね
い
た
し
ま
す
。
権
智
が
仮
り
る
と
こ
ろ
の
理
は
、
習
心
の
者
も
結
局
は
思
い
を
致
し
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
曉
悟

の
日
に
も
、
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経
典
の
説
く
空
の
理
と
は
没
交
渉
な

の
で
す
か
。
も
し
永
久
に
没
交
渉
で
あ
る
な
ら
ば
、
空
の
教
説
は

一
転

し
て
出
鱈
目
と
い
う

こ

と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
も
し
始
終
理
と
と
も
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
教
に
し
た
が

っ
て
至
り
着
く
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

下
答
維
麟
假
知
中
殊
爲
藻
艶
、
但
與
立
論
有
違
。
假
者
以
旋
迷
喪
理
、
不
以
鑛
火
致
惑
。
荷
南
向
可
以
造
越
、
北
背
可
以
棄
燕
、
信
燕

北
越
突
。
慮
空
可
以
洗
心
、
掲
有
可
以
械
累
、
亦
有
愚
而
空
聖
　
。
如
此
但
當
勤
般
若
以
日
忘
、
謄
郵
路
而
騒
進
、
復
何
憂
於
失
所
乎
。

將

恐

一
悟
之
唱
更
蹟
於
南
北
之
讐
耶
。

や
や

下
に
維
麟
に
答
う
る
の
仮
知
中
、
殊
に
藻
艶
と
為
す
も
、
但
だ
立
論
と
違
う
有
り
。
仮
な
る
者
は
、
旋
迷
う
を
以
て
理
を
喪
う

の

い
た

み
に
し
て
、
火
を
鎭
る
を
以
て
惑
を
致
さ
ず
。
筍
し
く
も
南
向
せ
ば
以
て
越
に
造
る
可
く
、
北
背
せ
ば
以
て
燕
を
棄

つ
る
可
し
、
信

に
燕
は
北
に
し
て
越
は
南
な
り
。
空
を
慮
ら
ば
以
て
心
を
洗
う
可
く
、
有
を
損
せ
ば
以
て
累
を
桂
る
可
し
、
亦
た
有
は
愚
に
し
て
空

は

は
聖
な
り
。
此
く
の
如
け
れ
ば
、
但
だ
当
に
般
若
に
勤
め
て
以
て
日
に
忘
じ
、
邪
路
を
謄

て
験
に
進
む
べ
し
。
復
た
何
ぞ
所
を
失
う

は

を
憂
え
ん
や
。
將
た

一
悟
の
唱
の
更
に
南
北
の
警
に
蹟
く
を
恐
る
る
や
。

の
ち
に
維
公
麟
公
に
答
え
ら
れ
た
、
仮
知
の
く
だ
り
は
こ
と
の
ほ
か
見
事

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
基
本
的
な
主
張
と
矛
盾
し
て
お

　

り
ま
す
。
仮
と
い
う
も
の
は
し
だ
い
に
迷

っ
て
、
理
を
見
失

っ
た

の
で
あ

っ
て
、
努
力
し
て
惑
を
招

い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
し
南
に
向

へ
ば
越
に
行
け
る
で
し
ょ
う
し
、
北
を
背
に
す
れ
ば
燕
を
去
れ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
ま

こ
と
に
燕
は
北
で
あ
り
、
越
は

南
で
あ
り
ま
す
。
空
を
思
え
ば
心
を
洗
え
る
で
し
ょ
う
し
、
有
を
損
す
れ
ば
累
を
な
く
せ
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
ま
こ
と
に
有
は
愚
で

あ
り
、
空
は
聖
で
あ
り
ま
す
。
か
く
て
、
た
だ
般
若
に

つ
と
め
て
日
に
日
に
忘
じ
、
郵
都

へ
の
路
を
仰
ぎ
見

て
切
急
に
進
む
べ
き
で

す
。

い
っ
た
い
ど
う
し
て
落
ち
着
き
ど
こ
ろ
を
見
失
う
こ
と
を
憂
え
る
の
で
す
か
。
そ
れ
と
も

一
悟

の
説
が
更
に
南
北
の
讐
喩
に
お

い
て
蹟
く
の
を
懸
念
さ
れ
る
の
で
す
か
。



「与
立
論
有
違
」
と
い
う
の
は
、
理
を
見
る
の
は
頓
悟

の
眞
知
の
み
で
あ
る
と
す
る
の
が
謝
霊
運
の
主
張
で
あ
る
が
、

と
で
は
あ

っ
て
も
理
を
見
る
仮
知
を
立

て
る
の
は
、
基
本
的
立
場
に
違
背
す
る
と

い
う
指
摘
で
あ
る
。

「
郵
路
」
は
楚
の
国
の
都
郵

へ
通
じ
る
道
。

た
と
え
暫
く
の
こ

八
、
法
綱
と
慧
琳
と

へ
の
答
え
と
手
紙

29頓 悟の考察弁宗論

答
綱
琳
二
法
師

披
覧
讐
難
、
欣
若
暫
封
。
藻
豊
論
博
、
蔚
然
漏
目
、
可
謂
勝
人
之
口
。
然
未
厭
於
心
、
柳
伸
前
意
。
無
由
言
封
、
執
筆
長
懐
。
謝
霊
運

和
南
。綱

と
琳
と
の
二
法
師
に
答
う

雌
又難
を
披
覧
す
る
に
、
欣
び
は
暫
く
対
す
る
が
若
し
。
藻
豊
か
に
論
博
く
、
蔚
然
と
し
て
目
に
満

つ
。
謂

つ
可
し
、
勝
人
の
口
な

り
と
。
然
れ
ど
も
未
だ
心
に
厭
か
ざ
れ
ば
、
柳
か
前
意
を
伸
べ
ん
。
言
対
す
る
に
由
無
く
、
筆
を
長
懐

に
執
る
。
謝
霊
運
和
南
。

お
二
人
の
問
難
を
拝
読

い
た
し
ま
し
た
が
、
面
の
当
り
お
目
に
か
か

っ
て
い
る
よ
う
な
喜
び
で
す
。
文
藻
は
豊
か
に
談
論
は
博
く
、

蔚
然
と
し
て
目
に
満
ち
ま
す
。
達
人
の
弁
舌
と
言
う
べ
き
で
す
。
し
か
し
未
だ
心
に
飽
き
足
り
な

い
も
の
が
あ

り
ま
す
の
で
、
前
の

考
え
を
い
さ
さ
か
弁
護
し
ま
し
ょ
う
。
直
接
お
答
え
す
る
由
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
筆
を
取

っ
て
常
日
頃
の
考
え
を
申
し
の
べ
ま
す
。

謝
霊
運
九
拝
。

答
綱
公
難

來
難
云
、
同
有
非
甚
閾
、
尚
不
可
以
翫
此
而
善
彼
、
量
況
乎
有
無
之
至
背
、
而
反
得
以
相
通
者
耶
。
此
是
拘
於
所
習
、
以
生
此
疑
耳
。
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夫
専

翫
筆
札
者
自
可
不
工
於
弧
矢
。
弧
矢
既
工
、
復
翫
筆
札
者
、
何
爲
不
兼
哉
。
若
封
有
而
不
向
宗
、
自
是
封
者
之
矢
。
造
無
而
去
滞
、

何
爲

不
可
得
背

(底
本
作
皆
)
。
借
不
兼
之
有
、
以
詰
能
兼
之
無
、
非
惟
鍾
胡
悦
射
於
更
李
、
葬
養
漸
書
於
羅
趙
。

綱
公
の
難
に
答
う

来
難
に
云
く
、
同
に
有
に
し
て
甚
だ
し
く
関
す
る
に
は
非
ざ
る
す
ら
、
尚
お
以
て
此
を
翫
び
て
彼
に
善
か

る
可
か
ら
ず
。
豊
に
い

な
ず

わ
ん
や
有
と
無
と
の
至
背
に
し
て
反

っ
て
以
て
相
い
通
ず
る
を
得
る
者
な
ら
ん
や
、
と
。
此
は
是
れ
習
う
所

に
拘
み
て
以
て
此
の
疑

た
く

い
を
生
ぜ
し
の
み
。
夫
れ
専
ら
筆
札
を
翫
ぶ
者
は
自
ら
弧
矢
に
工
み
な
ら
ざ
る
可
し
。
弧
矢
既
に
工
み
に
し
て
、
復
た
筆
札
を
翫
ぶ

も
と

者
は
、
何
為
れ
ぞ
兼
ね
ざ
ら
ん
。
若
し
有
に
封
ぜ
ら
れ

て
宗
に
向
わ
ざ
れ
ば
、
自
よ
り
是
れ
封
者

の
失
な
り
。
無
に
造
り
て
滞
を
去

ら
ば
、
何
為
れ
ぞ
背
く
こ
と
を
得
べ
か
ら
ざ
ら
ん
。
不
兼

の
有
を
借
り
て
以
て
能
兼

の
無
を
詰
ら
ば
、
惟
に
鍾
胡
の
射
を
更
李
に
憶

ず
る
の
み
に
は
非
ず
、
羽
汁養
も
書
を
羅
趙
に
漸
じ
ん
。

来
難
に
云
く
、
甚
し
く
は
さ
ま
た
げ
合
わ
な
い
同
じ
有
で
す
ら
、

こ
れ
を
習

っ
て
あ
れ
に
熟
達
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

い
わ
ん
や
有
と
無
と
の
よ
う
に
絶
対
的
に
背
反
す
る
も
の
が
、
か
え

っ
て
相
い
通
じ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
ま

し
ょ
う
か
、
と
。
こ
れ
は
習
癖
に
な
ず
ん
で
こ
の
疑

い
を
生
じ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
も

っ
ぱ
ら
書
道
を
習
う
者
は
、
も
と

よ
り
弓
道
に
は
巧
み
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
弓
道
に
す
で
に
巧
み
に
な

っ
て
、
そ
の
う
え
書
道
を
習
う
者
は
、
ど
う
し
て
両

方
と
も
兼
ね
て
巧
み
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
有
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
宗
極
に
向
わ
な

い
の
は
、
も
と
よ
り
封
じ
込

め
ら
れ
た
者

の
と
が
で
す
。
無
に
至
り
着

い
て
滞
り
を
な
く
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
有
か
ら
背
離
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。

不
兼
の
有
を
借
り
て
能
兼

の
無
を
な
じ
る
な
ら
ば
、
鍾
胡
が
射
を
更
李
に
恥
じ
る
だ
け
で
な
く
、
葬
養
が
書
を
羅
趙
に
恥
じ
る
こ
と

　

に

な

り

ま

し

よ
う

。

燭
類
之
蹟
始
充
巧
歴
之
歎
。
今
請
循
其
本
。
夫
懸
無
以
伏
有
、
伏
久

(底
本
作
之
)
則
有
忘
。
伏
時
不
能
知
、
知
則
不
復
辮
。
是
以
坐
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忘
日
損
之
談
、
近
出
老
荘
、
数
縁
而
滅
、
経
有
蓄
説
。
如
此
豊
累
之
自
去
、
實
無
之
所
濟
。
且
明
為
晦
新
、
功
在
火
日
。
但
火
旧
不
稻
功

於
幽
闇
、
般
若
不
言
恵
於
愚
轟
耳
。
推
此
而
往
、
誰
侯
多
云
。

触
類
の
蹟
き
は
始
め
よ
り
巧
歴
の
歎
き
に
充

つ
。
今
請
う
其
の
本
に
循
わ
ん
。
夫
れ
無
に
懸
り
て
以
て
有
を
伏
せ
ば
、
伏
久
し
き

と
き
は
則
ち
有
は
忘
ず
。
伏
す
る
時
は
知
る
能
わ
ざ
る
も
、
知
る
と
き
は
則
ち
復
た
弁
ぜ
ず
。
是
を
以
て
坐
忘

日
損
の
談
、
近
く
老

な

荘
に
出
で
、
数
縁
に
し
て
減
す
る
は
、
経
に
旧
説
有
り
。
此
く
の
如
け
れ
ば
、
量
に
累
の
自
ら
去
る
な
ら
ん
や

、
実
に
無
の
済
す
所

な
り
。
且
つ
明
の
晦
の
新
た
ま
る
こ
と
を
為
す
は
、
功
は
火
日
に
在
り
。
但
だ
火
目
は
功
を
幽
闇
に
称
せ
ず
、
般
若
は
恵
を
愚
轟
に

言
わ
ざ
る
の
み
。
此
を
推
し
て
往
か
ば
誰
ぞ
多
云
を
侯
た
ん
。

何
か
に
つ
け
て
の
蹟
き
の
数
知
れ
な
さ
は
、
は
じ
め
か
ら
計
算
名
人
の
歎
き
に
満
ち
て
お
り
ま
す
。
で
は
、
は
じ
め
か
ら
順
序
を

追

っ
て
見
ま
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
無
に
よ

っ
て
有
を
伏
す
る
な
ら
ば
、
伏
す
る
こ
と
が
久
し
い
時
は
有
は
な
く
な
り
ま
す
。
伏
し
て

　

い
る
時
は
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
知

っ
た
時
は
ま
た
そ
れ
と
解
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
坐
忘
日
損

の
説
が
我
が
老
荘
に
出
て

　

お
り
、
智
慧
に
よ

っ
て
断
じ
て
滅
す
る
と
い
う
説
が
経
典
に
古
く
か
ら
説
か
れ

て
お
り
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
累
が
そ
れ
自
体
で
な

く
な
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
実
は
無
が
成
し
と
げ
る
の
で
す
。
ま
た
明
は
暗
を

一
新
し
ま
す
が
、
そ
の
は
た
ら
き
は
火
日
に
在

る
の
で
す
。
た
だ
火
日
は
自
ら
の
は
た
ら
き
を
暗
黒
に
対
し
て
誇
り
ま
せ
ん
し
、
般
若
は
自
ら
の
め
ぐ
み
を
衆

生
に
向

っ
て
話
し
ま

せ
ん
。
こ
れ
を
押
し
て
行
け
ば
、
多
く
を
言
う
必
要
は
あ
り
ま
す
ま
い
。

答
琳
公
難

孔
錐
日
語
上
、
而
云
聖
無
階
級
。
繹
錐
日

一
合
、
而
云
物
有
佛
性
。
物
有
佛
性
、
其
道
有
蹄
、
所
疑
者
漸
教
。

所
疑
者
殆
庶
。
豊

二
聖
異
塗
、
將
地
使
之
然
。
斥
離
之
難
、
始
是
有
在
。
僻
長
之
論
、
無
乃
角
弓
耶
。

琳
公
の
難
に
答
う

聖
無
階
級
、
其
理
可
貴
、
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孔
は
上
を
語
る
と
日
う
と
錐
も
而
も
聖
に
は
階
級
無
し
と
云
う
。
釈
は

一
た
び
合
す
と
日
う
と
錐
も
而
も
物
に
仏
性
有
り
と
云
う
。

物
に
仏
性
有
れ
ば
、
其
の
道
に
帰
有
る
も
、
疑
う
所
の
者
は
漸
教
な
り
。
聖
は
階
級
無
け
れ
ば
、
其

の
理
は
貴
ふ
可
き
も
、
疑
う
所

の
者
は
殆
庶
な
り
。
豊
に
二
聖
は
塗
を
異
に
す
る
や
、
將
た
地
の
之
を
し
て
然
ら
し
む
る
や
。
斥
離

の
難
、
始
め
よ
り
是
れ
在
る
有

り
。
辞
長
の
論
は
乃
ち
角
弓
な
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
。

孔
氏
は
上
を
語
る
と
言
う
け
れ
ど
も
、
而
も
聖
道
に
は
段
階
は
な

い
と
言
い
ま
す
。
釈
氏
は

一
時
的
な
遇
合
を
言
う
け
れ
ど
も
、

而
も
衆
生
に
は
仏
性
が
有
る
と
言
い
ま
す
。
衆
生
に
は
仏
性
が
有
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
道
に
は
帰
結
が
あ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

可
怪
し
い
の
は
漸
教
で
す
。
聖
道
に
は
段
階
が
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
に
は
価
値
が
あ
り
ま
す
が
、
可
怪

し
い
の
は
殆
庶

で
す
。

二
聖
が
方
途
を
異
に
し
た

の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
土
地
柄
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
斥
離
の
難

は
初
め
か
ら
存
在
し
た

　

わ
け
で
す
。
辞
長
の
論
は
取
り
扱
い
注
意
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

難

云
、
若
其
永
背
、
空
談
翻
爲
末
説
。
若
始
終
相
扶
、
可
循
教
而
至
。
可
謂
公
孫
之
僻
、
辮
者
之
圃
　
。
夫
智

爲
権
本
、
権
爲
智
用
。

今
取
聖
之
意
則
智
、
即
経
之
僻
則
灌
。
傍
権
以
爲
検
、
故
三
乗
成
蹄
笙
。
既
意
以
婦
宗
、
故
般
若
爲
魚
冤
。
良
由
民
多
愚
也
、
教
故
迂
　
。

若
人
皆
得
意
、
亦
何
貴
於
撮
悟
。

難
じ
て
云
く
、
若
し
其
れ
永
く
背
か
ば
、
空
談
は
翻

っ
て
末
説
と
為
ら
ん
。
若
し
始
終
相

い
扶
け
ば
、
教

に
循
い
て
至
る
可
し
、

と
。
謂

つ
可
し
、
公
孫

の
辞
に
し
て
弁
者
の
圃
な
り
、
と
。
夫
れ
智
は
権
の
本
と
為
し
、
権
は
智
の
用
と
為
す
。
今
、
聖
の
意
を
取

そ

み

つ

ら
ば
則
ち
智
に
し
て
、
経

の
辞
に
即
か
ば
則
ち
権
な
り
。
権
に
傍
う
て
以
て
検
と
為
る
、
故
に
三
乗
は
成
な
蹄
笙
な
り
。
意
を
既
く

も
と

し
て
以
て
宗
に
帰
す
、
故
に
般
若
は
魚
兎
と
為
す
。
良
に
民
は
愚
多
き
に
由
る
や
、
教
は
故
よ
り
迂
な
り
。
若

し
人
皆
な
意
を
得
ば
、

亦
た
何
ぞ
摂
悟
を
貴
ば
ん
。

問
難
に
云
く
、
も
し
永
久
に
没
交
渉
で
あ
る
な
ら
ば
、
空

の
教
説
は

一
転
し
て
出
鱈
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
も
し
始



終
理
と
と
も
に
あ
る
の
な
ら
ば
、
教
に
し
た
が

っ
て
至
り
着
く
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
、
と
。
公
孫
流
の
言
で
あ
り
、
弁
者
の
淵
薮

と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
そ
も
そ
も
実
智
は
権
智
の
本
で
あ
り
、
権
智
は
実
智

の
用
で
あ
り
ま
す
。
い
ま
聖
人

の
意
に
か
か
わ
る
も

の
を
取
れ
ば
実
智
で
す
。
経
典
の
語
に
か
か
わ
る
も
の
に
就
け
ば
権
智

で
す
。
権
智
に
寄
り
添

っ
て
規
範
と
な

り
ま
す
か
ら
、
三
乗

の
教
は
み
な
笙
蹄
で
す
。
聖
人
の
意
を
尽
く
し
て
宗
極
に
帰
着
し
ま
す
か
ら
、
般
若
の
智
は
魚
兎
で
あ
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
世
人
に

は
愚
か
さ
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
、
教
は
も
と
よ
り
迂
遠
で
す
。
も
し
人
が
皆
な
聖
人
の
意
を
得
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
悟
入
す
る

こ
と
を
貴
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
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假
知
之
論
、
旨
明
在
有
者
能
爲
達
理
之
諌
、
是
爲
交
除
相
傾
、
非
悟
道
之
謂
。
与
其
立
論
、
有
何
相
違
。
燕
北
越
南
、
有
愚
空
聖
、
其

理
既
當
、
頗
獲
於
心
　
。
若
勤
者
日
忘
、
謄
者
蘇
進
、
亦
實
如
來
言
。
但
勤
未
是
得
、
謄
未
是
至
。
當
其
此
時
、
可
謂
向
宗
。
既
得
既
至
、

可
謂

一
悟
。
將
無
同
轡
來
馳
而
云
異
轍
耶
。

仮
知
の
論
は
、
旨
は
在
有

の
者
の
能
く
達
理
の
諫
を
為
す
も
、
是
れ
交
除
相
い
傾
く
る
に
し
て
、
悟
道
の
謂

に
は
非
ざ
る
と
為
す

を
明
ら
む
る
の
み
。
其

の
立
論
と
何

の
相
違
す
る
こ
と
か
有
ら
ん
。
燕
は
北
に
し
て
越
は
南
、
有
は
愚
に
し
空

は
聖
な
る
こ
と
、
其

の
理
既
に
当
れ
ば
頗
る
心
に
獲
た
り
。
若
し
勤
る
者
は
日
に
忘
じ
、
謄
る
者
は
験
に
進
む
も
、
亦
た
実
に
来
言

の
如
し
。
但
だ
勤
む

る
は
未
だ
是
れ
得
る
な
ら
ず
、
謄
る
は
未
だ
是
れ
至
る
な
ら
ず
。
其

の
此
の
時
に
当

っ
て
は
宗
に
向
う
と
謂
う
可
し
。
既
に
得
既
に

至
り
て
や

一
悟
と
謂
う
可
し
。
將
た
轡
を
同
じ
く
し
て
来
馳
し
て
而
も
轍
を
異
に
す
と
云
う

こ
と
無
か
ら
ん
や
。

仮
知

の
論
の
主
旨
は
、
在
有
の
者
が
達
理
の
諫
を
な
す
こ
と
が
あ
り
得
て
も
、
そ
れ
は
利
害
の
都
合
か
ら
来
た
の
で
あ

っ
て
、
道

を
悟

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
私
の
基
本
的
な
主
張
と
ど
う
し
て
矛
盾
す
る
で

し
ょ
う
か
。
燕
は
北
で
越
は
南
、
有
は
愚
で
空
は
聖
と
い
う

の
は
、
そ
の
理
が
当

っ
て
い
る
の
で
頗
る
心
に
か
な

い
ま
す
。
も
し

つ

と
め
れ
ば
日
に
日
に
忘
じ
、
仰
ぎ
見
れ
ば
切
急
に
進
む
と

い
う
の
も
、
ま
た
実
に
お

っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
た
だ
し
、

つ
と
め
て
い
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る
の
は
未
だ
獲
得
し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
仰
ぎ
見
て
い
る
の
は
未
だ
至
り
着

い
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
ま

さ
に
そ
の
時
は
、
宗
極
に
向
い

つ
つ
あ
る
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
す
で
に
獲
得
し
す

で
に
至
り
着

い
て
か
ら
、

一
悟
頓
了
と
言
う

べ
き
で
し
ょ
う
。
同
じ
馬
車
で
馳
け
て
来
て
、
わ
だ
ち
が
違
う
と
言

っ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
か
。

九
、
王
弘
の
問
い
と
手
紙

王
衛

軍
問

論

日
、
由
教
而
信
、
有
日
進
之
功
、
非
漸
所
明
、
無
入
照
之
分
。
問
日
、
由
教
而
信
、
而
無
入
照
之
分
、
則
是
闇
信
聖
人
。
若
闇
信
聖

人
、
理
不
關
心
、
政
可
無
非
聖
之
尤
。
何
由
有
日
進
之
功
。

王
衛
軍
の
問

い

論
じ
て
曰
く
、
教
に
由
り
て
信
ず
れ
ば
日
進
の
功
有
る
も
、
漸
の
明
ら
む
る
所
に
非
ざ
れ
ば
、
入
照
の
分
無
し
、
と
。

問
う
て
曰
く
、
教
に
由
り
て
信
じ
て
、
而
も
入
照
の
分
無
け
れ
ば
則
ち
是
れ
闇
信

の
聖
人
な
り
。
若
し
闇
信

の
聖
人
な
ら
ば
、
理

ま
こ
と

は
心
に
関
わ
ら
ざ
ら
ん
。

政
に
聖
に
非
ざ
る
の
尤
無
か
る
可
け
ん
や
。
何
に
由
り
て
か
日
進

の
功
有
ら
ん
。

論
じ
て
云
わ
れ
る
に
、
教
に
よ

っ
て
信
じ
る
時
は
明
に
向

っ
て
目
進
の
効
果
が
挙
が
り
ま
す
が
、
理
は
漸
学
が
明
ら
か
に
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
、
漸
学
に
は
悟
入
の
分
は
な

い
、
と
の
こ
と
。

お
尋
ね
い
た
し
ま
す
、
教
に
よ

っ
て
信
じ
て
、
し
か
も
悟
入
の
分
が
な

い
な
ら
ば
、
闇
信
の
聖
人
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
も
し
闇

信
の
聖
人
な
ら
ば
、
理
は
関
心
の
外
で
し
ょ
う
か
ら
、
聖
人
に
非
ず
と
す
る
と
が
め
な
し
で
は
す
み
ま
す
ま

い
。

論

日
、
暫
者
假
也
、
眞
者
常
也
。
假
知
無
常
、
常
知
無
假
。
又
日
、
假
知
累
伏
、
理
暫
爲
用
、
用
暫
在
理
、
不
恒
其
知
。
問
日
、
暫
知
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爲
假
知
者
、
則
非
不
知
　
。
但
見
理
尚
淺
、
未
能
常
用
耳
。
錐
不
得
與
眞
知
等
照
、
然
寧
無
入
照
之
分
耶
。
若
暫
知
未
是
見
理
、
宣
得
云

理
暫
爲
用
。
又
不
知
以
何
稻
知
。

論
じ
て
曰
く
、
暫
な
る
者
は
仮
な
り
、
眞
な
る
者
は
常
な
り
。
仮
知
は
常
無
く
、
常
知
は
仮
無
し
、
と
。
又
た
曰
く
、
仮
知
な
る

者
は
、
累
伏
す
る
が
故
に
理
暫
く
用
を
為
す
。
用
は
暫
く
理
に
在
る
の
み
に
し
て
、
其
の
知
を
恒
と
せ
ず
、
と
。

問
う

て
曰
く
、
暫
知
を
ば
仮
知
と
為
さ
ば
、
則
ち
知
ら
ざ
る
に
は
非
ざ
る
な
り
。
但
だ
理
を
見
る
こ
と
尚
お
浅
く
し
て
、
未
だ
常

に
用

い
る
能
わ
ざ
る
の
み
。
眞
知
と
照
を
等
し
く
し
得
ざ
る
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
寧
ぞ
入
照
の
分
無
か
ら
ん
や
。
若
し
暫
知
未
だ
是

れ
理
を
見
ず
ん
ば
、
量
に
理
暫
く
用
を
為
す
と
云
う
を
得
ん
や
。
又
不
知
に
し
て
何
を
以
て
知
と
称
す
る
や
。

論
じ
て
云
わ
れ
る
に
、
暫
と
は
仮
で
あ
り
、
眞
と
は
常
で
あ
る
。
仮
知
に
は
常
は
な
く
、
常
知
に
は
仮
は
な

い
、
と
。
ま
た
云
わ

れ
る
、
仮
知
と
は
、
累
が
伏
す
る
か
ら
理
が
暫
ら
く
作
用
す
る
こ
と
で
す
。
作
用
が
暫
ら
く
理
に
在
る
だ
け
だ
か
ら
、
そ
の
知
は
恒

常
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
。

お
尋
ね

い
た
し
ま
す
、
暫
知
は
仮
知
な

の
で
す
か
ら
知
ら
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
理
を
見
る
こ
と
が
な
お
浅
い
か
ら
、

未
だ
恒
常
的
に
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
だ
け
で
す
。
眞
知
と
そ
の
は
た
ら
き
が
等
し
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
悟
入
の
分
が
な
い

こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
も
し
暫
知
が
未
だ
理
を
見
な
い
の
な
ら
ば
、
理
が
暫
く
作
用
す
る
な
ど
と
言
え
ま
し

ょ
う
か
。
い

っ
た
い

不
知
な
の
に
、
ど
う
い
う
理
由
で
知
と
称
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

論

日
、
教
爲
用
者
心
日
伏
、
伏
累
彌
久
、
至
於
滅
累
。
問
日
、
教
爲
用
而
累
伏
、
爲
云
何
伏
耶
。
若
都
未
見
理
、
専
心
闇
信
、
當
其
専

心
、
唯
信
而
巳
。
謂
此
爲
累
伏
者
、
此
是
慮
不
能
並
。
属

(底
本
作
為
)
此
則
彼
廣
耳
。
非
爲
理
累
相
推

(底
本
作
権
)
、
能
使
累
伏
也
。

凡
厭
心
敷
敦
不
皆
然
。
如
此
之
伏
、
根
本
未
異

一
僑

一
伏
、
循
環
無
巳
。
錐
復
彌
久
、
累
何
由
滅
。

論
じ
て
曰
く
、
教
の
用
を
為
す
者
は
、
心
日
に
伏
す
。
伏
累
弥
よ
久
し
く
し
て
滅
累
に
至
る
、
と
。
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は

す

問
う
て
曰
く
、
教

の
用
を
為
し
て
累
伏
せ
ば
、
為
た
云
何
ん
が
伏
す
る
や
。
若
し
都
べ
て
未
だ
理
を
見
ず

し
て
、
闇
信
に
専
心
せ

ば
、
其
の
専
心
す
る
に
当
り
て
は
唯
だ
信
ず
る
の
み
な
り
。
此
れ
を
謂
い
て
累
伏
す
と
為
さ
ば
、
此
は
是
れ
慮

の
並
ぶ
能
わ
ず
し
て
、

此
を
属
す
れ
ば
則
ち
彼
塵
す
る
の
み
な
り
。
理
と
累
と
相

い
推
し
て
、
能
く
累
を
し
て
伏
せ
し
む
る
と
為
す

に
は
非
ず
。
凡
そ
厭
の

心
数
は
敦
れ
か
皆
な
然
ら
ざ
ら
ん
。
此
く
の
如
き
の
伏
は
、
根
本
は
未
だ
異
な
ら
ず
、

一
に
衙
ら
ば

一
は
伏

し
て
循
環
し
て
巳
む
無

い
え

ど

し
。
弥
よ
久
し
と
錐
復
も
、
累
は
何
に
由
り
て
か
滅
せ
ん
。

論
じ
て
云
わ
れ
る
に
、
教
が
有
効
に
は
た
ら
く
と
、
心
は
日
に
日
に
伏
し
ま
す
。
累
を
伏
す
る
こ
と
が
い
よ
い
よ
久
し
い
と
、
累

を
滅
す
る
に
至
り
ま
す
、
と
。

お
尋
ね
し
ま
す
、
教
が
有
効
に
は
た
ら
い
て
累
が
伏
す
る
と
は
、
い

っ
た
い
ど
の
よ
う
に
伏
す
る
の
で
す

か
。
も
し
ま

っ
た
く
理

を
見
な
い
で
、
闇
信
に
専
心
し
て
い
る
な
ら
ば
、
当
の
そ
の
専
心
し
て
い
る
時
に
は
、
た
だ
信
じ
て
い
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
を
称
し

て
累
が
伏
す
る
と
言
う
の
な
ら
ば
、
こ
れ
は
念
慮
が
並
び
起
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

っ
て
、

こ
れ
に
意
を
そ
そ
げ
ば
あ
れ
は
止

む
と
い
う
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
理
と
累
と
が
相
手
を
押
し
退
け
て
、
そ
の
結
果
累
を
し
て
伏
せ
し
め
た

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
よ
そ

心
念
と
い
う
も
の
は
ど
れ
も
皆
な
そ
う
で
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
伏
で
は
、
根
本
は
未
だ
異

っ
て
お
り
ま
せ
ん
か

ら
、

一
に
椅
れ
ば

一
が
伏
す
る
と
い
っ
た
風
に
循
環
し
て
止
ま
な
い
で
し
ょ
う
。
い
よ
い
よ
久
し
く
な

っ
て
も
、
累
は
ど
う
し
て
滅

し
ま
し
ょ
う
か
。

「慮
不
能
並
」
と

い
う
の
は
、
阿
毘
達
磨
で
言
う
と
こ
ろ
の

「
二
心
並
起
を
許
さ
ず
」
の
教
理
に
も
と
つ
く
。
「
心
数
」
は
心
所
の
旧
訳
。

弘
日
、

一
悟
之
談
、
常
謂
有
心
。
但
未
有
以
折
中
異
同
之
弁
、
故
難
於
暦
言
耳
。
尋
覧
來
論
、
所
繹
良
多
。
然
猶
有
未
好
解
慮
、

如
上
。
爲
呼
可
容
此
疑
。
不
既
欲
使
彼
我
意
壼
、
覧
者
冷
然
。
又
封
無
兆
、
兼
當
造
膝
。
執
筆
増
懐
、
眞
不
可
言
。
王
弘
敬
謂
。

試
條



弘
曰
く
、

一
悟

の
談
は
常
に
謂
え
ら
く
心
有
り
と
。
但
だ
未
だ
以
て
異
同
を
折
中
す
る
の
弁
有
ら
ず
、
故
に
言
を
屠
く
に
難
き
の

み
。
来
論
を
尋
覧
す
る
に
、
釈
す
る
所
良
に
多
し
。
然
れ
ど
も
猶
お
未
だ
好
く
は
解
せ
ざ
る
処
有
り
、
試
み
に
条
す
る
こ
と
上
の
如

し
。
呼
と
為
し
て
此

の
疑
を
容
る
る
可
し
。
既
に
彼
我
の
意
を
し
て
尽
さ
し
め
ん
と
欲
せ
ざ
れ
ば
、
覧
る
者
は
冷
然
た
ら
ん
。
又
た

無
兆
に
対
し
、
兼
ね

て
当
に
造
膝
す
べ
し
。
筆
を
執
り
て
懐
い
を
増
し
、
眞
に
言
う
可
か
ら
ず
。
王
弘
敬
謂
。

弘
曰
く
、
頓
悟

の
談
は
常
に
深
意
が
あ
る
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
未
だ
異
同
を
折
中
す
る
論
弁
が
な
か

っ
た
の
で
、
意
見
を

述
べ
る
こ
と
を
は
ば
か

っ
て
お
り
ま
し
た
。
来
論
を
拝
読
い
た
し
ま
す
と
、
説
き
明
か
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
ま
こ
と

に
沢
山
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
お
未
だ
好
く
解
ら
な

い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
上
の
よ
う
に
並
べ
挙
げ
ま
し
た
。
た
わ
ご
と
と
思
し
召
し

て
、
こ
の
疑
い
を
容

認
し
て
下
さ
い
。
彼
我
の
意
を
尽
く
さ
せ
よ
う
と
ま

っ
た
く
し
な
け
れ
ば
、
閲
読
す
る
者
は
興
味
を
示
さ
な
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
手

が
か
り
の
な
い
も

の
に
対
面
す
る
こ
と
に
な
り
、
膝
詰
談
判
に
及
ぶ
こ
と
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
。
筆
を
取
る
と
ま
す
ま
す
思
う
と
こ

ろ
が
あ
り
、
ま
こ
と
に
言
い
つ
く
せ
ま
せ
ん
。
王
弘
敬
具
。

十
、
王
弘

へ
の
答
え
と
手
紙
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答
王
衛
軍
問

問

日
、
由
教
而
信
、
而
無
入
照
之
分
、
則
是
闇
信
聖
人
耶
。
若
闇
信
聖
人
、
理
不
關
心
、
政
可
無
非
聖
之
尤
。
何
由
有
日
進
之
功
。

(前
出
)

答

日
、
顔
子
髄

二
、
未
及
於
照
、
則
向
善
巳
上
、
莫
非
闇
信
。
但
教
有
可
由
之
理
、
我
有
求
理
之
志
、
故
日
關
心
。
賜
以
之
二
、
回
以

之
十
。
量
直
免
尤
而
巳
、
實
有

日
進
之
功
。

顔
子
は
二
を
体
す
る
も
未
だ
照
に
及
ば
ざ
れ
ば
、
則
ち
向
善
巳
上
は
闇
信
に
非
ざ
る
は
莫
し
。
但
だ
教
に
は
由
る
可
き
の
理
有
り
、
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ゆ

我
に
は
理
を
求
む
る
の
志
有
り
、
故
に
心
に
関
わ
る
な
ヴ
。
賜
は
以
て
二
に
之
き
、
回
は
以
て
十
に
之
く
。
堂
に
直
に
尤
を
免
る
る

の
み
な
ら
ん
や
、
実
に
目
進

の
功
有
る
な
り
。

　

顔
子
は
第

二
義
を
体
得
し
て
い
ま
す
が
、
未
だ
悟
入
す
る
に
は
至

っ
て
い
な

い
の
で
、
善
に
向

っ
て
漸
進
す
る
者
も
、
闇
信
で
な

い
も
の
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
教
に
は
従
い
行
く
べ
き
理
が
あ
り
、
我
に
は
理
を
求
め
る
志
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
理
は
関

　

心
の
内
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ

っ
て
子
貢
は
二
に
至
り
、
顔
回
は
十
に
至
る
の
で
す
。
た
だ
と
が
め
を
免
れ
る
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
果
た
し
て
日
進
の
効
果
が
あ
る
の
で
す
。

問
日
、
暫
知
為
仮
知
者
、
則
非
不
知
突
。
但
見
理
尚
浅
、
未
能
常
用
耳
。
錐
不
得
与
眞
知
等
照
、
然
寧
可
謂
無

入
照
之
分
耶
。
若
暫
知

未
是
見
理
、
量
得
云
理
暫
為
用
。
又
不
知
以
何
称
知
。

(前
出
)

答
日
、
不
知
而
称
知
者
正
以
仮
知
得
名
耳
。
仮
者
為
名
、
非
暫
知
如
何
。
不
恒
其
用
、
豊
常
之
謂
。
既
非
常
用
、
所
以
交
除
相
傾
。
故

諫
人
則
言
政
理
、
悦
己
則
犯
所
知
。
若
以
諫
時
為
照
、
堂
有
悦
時
之
犯
。
故
知
言
理
者
浮
談
、
犯
知
者
沈
惑
。
推
此
而
判
、
自
聖
已
下
、

無
浅
深
之
照
。
然
中
人
之
性
有
崇
替
之
心
　
。

答
え
て
曰
く
、
不
知
に
し
て
而
も
知
と
称
す
る
者
は
、
正
に
仮
知
な
る
を
以
て
名
を
得
る
の
み
。
仮
な
る
者
を
名
と
為
せ
ば
、
暫

知
に
非
ず
し
て
如
何
ん
。
既
に
常
用
す
る
に
非
ず
、
所
以
に
交
除
相

い
傾
く
る
な
り
。
故
に
人
を
諫
す
る
と
き
は
則
ち
政
理
を
言
う

も
、
己
を
悦
ば
す
と
き
は
則
ち
所
知
を
犯
す
。
若
し
諫
時
を
以
て
照
と
為
さ
ば
、
宣
に
悦
時

の
犯
有
ら
ん
や
。
故
に
知
る
、
理
を
言

う
者
は
浮
談
に
し
て
、
知
を
犯
す
者
は
沈
惑
な
り
、
と
。
此
れ
を
推
し
て
判
ぜ
ば
、
聖
よ
り
巳
下
に
浅
深
の
照
無
し
。
然
れ
ど
も
中

人
の
性
に
は
崇
替
の
心
有
り
。

答
え
て
云
う
、
不
知
で
あ

っ
て
し
か
も
知
と
称
す
る
の
は
、
た
だ
仮
知
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
名
称
を
得

て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
ま



せ
ん
。
仮
を
名
称
と
す
る
の
で
す
か
ら
、
暫
知
以
外

の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
は
た
ら
き
が
恒
常
的

で
は
な
い
の
で
す
か

ら
、
常
で
あ
る
わ
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常
に
は
た
ら
く
の
で
は
な

い
か
ら
、
利
害

の
都
合
で
動
く
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
人
を
諌
め

る
時
に
は
道
理
を
言
う
が
、
己
を
悦
ば
す
時
に
は
道
理
を
犯
す
の
で
す
。
も
し
諌
時
に
悟

っ
て
い
た
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
悦
時

の
し

く
じ
り
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
で
次

の
こ
と
が
解
り
ま
す
。
道
理
を
言

っ
た

の
は
浮
談
で
あ

っ
て
、
道
理
を
犯
し
た
の
は
惑
溺

で
あ
る
、
と
。
こ
れ
を
推
し
て
判
断
す
る
と
、
聖
人
よ
り
以
下
に
は
、
い
か
な
る
程
度
の
悟
り
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し

中
人
の
資
性
に
は
向
上
す
る
心
が
あ
り
ま
す
。
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問

日
、
教
為
用
而
累
伏
、
為
云
何
伏
耶
。
若
都
未
見
理
、
専
心
闇
信
、
当
其
専
心
、
唯
信
而
已
。
謂
此
為
累
伏
者
、
此
是
慮
不
能
並
、

属
此

則
彼
廃
耳
。
非
為
理
累
相
推
能
使
累
伏
也
。
凡
厭
心
数
敦
不
皆
然
。
如
此
之
伏
、
根
本
未
異
、

一
衙

一
伏
、
循

環
無
巳
。
錐
復
彌
久
、

累
何
由
滅
。

(前
出
)

答

日
、
累
伏
者
、
属
此
則
廃
彼
、
實
如
来
告
。
凡
厭
心
数
敦
不
皆
然
、
亦
如
来
旨
。
更
恨
不
就
學
人
設
言
、
而
以
恒
物
為
畿
耳
。
讐
如

藥
験
者
疾
易
痙
、
理
妙
者
吝
可
洗
。
洗
吝
豊
復
循
環
、
疾
痙
安
能
起
滅
。
則
事
不
偉
、
居
然
已
弁
。
但
無
漏
之
功
、
故
資
世
俗
之
善
。
善

心
錐
在
五
品
之
数
、
能
出
三
界
之
夷
。
平
叔
所
謂
冬
日
之
陰
、
輔
嗣
亦
云
遠
不
必
摘
。
聯
借
此
語
、
以
況
入
無
果
無

阻
隔
。

答
え
て
曰
く
、
累
伏
す
る
者
は
、
此
を
属
す
れ
ば
則
ち
彼
を
廃
す
、
と
は
実
に
来
告
の
如
し
。
凡
そ
の
心
数
は
敦
れ
か
皆
な
然
ら

ざ
ら
ん
も
亦
た
来
旨
の
如
し
。
更
に
、
学
人
に
就

い
て
言
を
設
け
ず
し
て
恒
物
を
以
て
談
り
を
為
す
を
恨
む
の
み
。
讐
え
ば
薬
の
験

な
る
者
は
疾
は
癒
え
易
き
が
如
く
、
理
の
妙
な
る
者
は
吝
は
洗
う
可
し
。
吝
を
洗
え
ば
豊
に
復
た
循
環
せ
ん
や

。
疾
痙
え
な
ば
安
ん

ひ
と

も
と

と

そ
能
く
起
滅
せ
ん
。
則
ち
事

の
偉
し
か
ら
ざ
る
こ
と
は
居
然
と
し
て
已
に
弁
ぜ
り
。
但
だ
無
漏
の
功
は
故
よ
り
世
俗
の
善
に
資
る
。

善
心
は
五
品
の
数
に
在
り
と
難
も
、
能
く
三
界
の
外
に
出
づ
。
平
叔
の
所
謂
る
冬
日
の
陰
な
り
。
輔
嗣
も
亦
た
云
く
、
遠
く
し
て
必
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は
な

た
と

ず
し
も
摘
れ
ず
、
と
。
聯
か
此
の
語
を
借
り
て
、
以
て
無
に
入
る
に
果
し
て
阻
隔
無
き
に
況
え
ん
。

答
え

て
云
う
、
累
が
伏
す
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
意
を
そ
そ
げ
ば
あ
れ
は
止
む
と

い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
ま
こ
と
に

お

っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
。
お
よ
そ
心
念
と
い
う
も
の
は
ど
れ
も
皆
な
そ
う

で
な
い
も
の
は
な
い
、
と
い
う
の
も
や
は
り
お

っ
し
ゃ

る
と
お
り
で
す
。
し
か
し
修
行
者
に
就

い
て
論
じ
ら
れ
な

い
で
、
通
常
の
事
物
を
例
に
取

っ
て
問
難
さ
れ
た
の
は
残
念
で
す
。
た
と

え
ば
効
能

の
あ
る
薬
は
、
病
が
癒
え
や
す
い
よ
う
に
、
玄
妙
な
理
は
、
心
の
垢
を
洗
い
去
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
垢
を
洗
い
去

っ
た

ら
、
そ
の
垢
が
ど
う
し
て
再
び
も
ど
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
病
を
癒
し
た
ら
、
そ
の
病
が
ど
う
し

て
ま
た
起
る
こ
と
が
あ
り

ま
し
ょ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
心
念
が
並
び
起
ら
な

い
と
い
う
こ
と
と
、
累
を
伏
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
事
柄
が
同
じ
で
は
な

い
こ

と
が
明
確
に
す
で
に
は

っ
き
り
と
し
て
お
り
ま
す
。
た
だ
無
漏

の
は
た
ら
き
は
、
も
と
も
と
世
俗
の
善
に
待
ち
ま
す
。
善
心
は
道
徳

　

の
枠
組

の
中
に
存
在
し
ま
す
が
、
世
間

の
外
に
超
出
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
何
曇

の
い
わ
ゆ
る
冬

日
の
陰
で
あ
り
ま
す
。
王

は
な

　

弼
も
ま
た
遠
く
し
て
必
ず
し
も
捲
れ
ず
と
言

っ
て
お
り
ま
す
。
か
り
そ
め
に
こ
れ
等
の
語
を
借
り
て
、
無

に
悟
入
す
る
に
は
、
果
た

し
て
、
越
え
ら
れ
ぬ
障
磯
は
な
い
と
い
う

こ
と
の
比
喩
と
し
ま
し
ょ
う
。

こ
こ
に
来

て
、
謝
霊
運
の
修
道
論
が
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
修
道
に
か
か
わ
る
議
論
は
、
あ
く
ま
で
実
践
者
で
あ
る

「学

人
」
の
実
際
に
即
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
た
ず
ら
に
理
論
上
の
困
難
に
な
ず
ん
で
い
た
の
で
は
博
が
あ
か
な

い
。

確
か
に
、
竺
法
綱
が
言
う
よ
う
に

「有
無
之
至
背
而
反
得
以
相
通
耶
」
で
あ
る
。
新
論
道
士
も
言
う
、

「積
学
無
限
、
何
為
自
絶
」
と
。

し
か
し
謝
霊
運
は

「無

二
入
ル
ニ
果
タ
シ
テ
阻
隔
ナ
シ
」
と
言
い
切
る
。

で
は
、
有
か
ら
無

へ
の
悟
入
は
如
何
に
し
て
可
能
か
。
実
践
的
に
確
め
る
し
か
な

い
、
と
い
う
の
が
謝
霊
運

の
心
で
あ
ろ
う
。

霊
運
白
、

一
悟
理
、
質
以
経
詰
、
可
謂
俗
文
之
談
。
然
書
不
尽
意
、
亦
前
世
格
言
。
幽
僻
無
事
、
柳
与
同
行
道

人
、
共
求
其
衷
、
狽
辱
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高
難
。
詞
微
理
析
、
莫
不
精
究
。
尋
覧
弥
日
、
欣
若
暫
対
。
転
復
更
伸
前
論
、
錐
不
弁
酬
釈
来
間
、
且
以
示
懐
耳
。
海
峡
阻
廻
、
披
叙
無

期
。
臨
白
増
懐
、
春
歎
良
深
。
謝
霊
運
再
拝
。

た
だ

霊
運
白
す
、

一
悟

の
理
は
、
質
す
に
経
諾
を
以
て
せ
ば
、
謂
い
つ
べ
し
俗
文
の
談
な
り
と
。
然
れ
ど
も
書
は
意
を
尽
く
さ
ず
と
は

亦
た
前
世
の
格
言
な
り
。
幽
僻
に
無
事
に
し
て
、
柳
か
同
行
の
道
人
と
共
に
其
の
衷
を
求
む
る
に
、
狸
り
に
高
難
を
辱
の
う
せ
り
。

詞
は
微
に
し
て
理
は
析
し
、
精
究
せ
ざ
る
は
莫
し
。
尋
覧
す
る
こ
と
弥
日
、
欣
び
は
暫
く
対
す
る
が
若
し
。
轍
ち
復
た
更
に
前
論
を

し
ば

伸
べ
、
来
間
を
酬
釈
す
る
を
弁
ぜ
ざ
る
と
錐
も
、
且
ら
く
以
て
懐
を
示
さ
ん
の
み
。
海
峡
は
阻
廻
に
し
て
、
披
叙
す
る
に
期
無
し
。

白
す
る
に
望
ん
で
壊
を
増
し
、
春
み
歎
く
こ
と
良
に
深
し
。
謝
霊
運
再
拝
。

霊
運
白
す
、
頓
悟

の
理
論
は
、
経
典
に
正
せ
ば
、
世
俗
の
談
議
に
過
ぎ
な
い
と
言
う

べ
き
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
文
字
に
書
か
れ

　

た
も
の
は
心
に
思
う
こ
と
を
尽
く
さ
な
い
と
い
う
の
が
、
や
は
り
ま
た
前
代
か
ら
の
格
言
で
す
。
僻
遠

の
地
に
な
す
事
も
な
く
、

い

さ
さ
か
同
行
の
道
人
と
共
に
そ
の
要
点
を
追
求
し
て
見
ま
し
た
と
こ
ろ
、
恐
れ
多
く
も
こ
高
難
を
辱
の
う
し
ま

し
た
。
詞
は
微
に
し

て
理
は
析
し
、
精
究
せ
ざ
る
は
あ
り
ま
せ
ん
。
終
日
拝
読
し
て
お
り
ま
す
と
、
面
の
あ
た
り
お
目
に
か
か

っ
て
い
る
よ
う
な
喜
び
で

す
。
そ
こ
で
更
に
前
論
を
補
い
、
お
尋
ね
に
お
答
え
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
取
り
あ
え
ず
考
え
を
示
そ
う
と
思

い
ま
す
。

海
山
遠
く

へ
だ
て
て
は
、
い
つ
ま
た
申
し
述
べ
る
時
が
あ
る
と
も
知
れ
ま
せ
ん
。

い
ざ
と
な
る
と
ま
す
ま
す
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、

か
え
り
見
て
欺
く
こ
と
ま
こ
と
に
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
謝
霊
運
再
拝
。

十

一
、
王
弘
と
竺
道
生
の
手
紙

王
衛
軍
重
答
書

更
尋
前
答
、
超
悟
亦
不
知
。
所
以
為
異
、
正
爾
耳
已
。
送
示
生
公
。
此
間
道
人
、
故
有
小
小
不
同
。
小
涼
当
共
面
尽
。
脱
有
暦
言
更
白
。
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面
篇
未
由
寄
之
、
於
此
所
散
猶
多
。

更
に
前
答
を
尋
ぬ
る
に
、
超
悟
も
亦
た
知
ら
ず
。
異
を
為
す
所
以
は
正
に
当
に
爾
る
の
み
。
送
り
て
生
公

に
示
さ
ん
。
此
間
の
道

も
と

も

人
は
故
よ
り
小
小
同
じ
か
ら
ざ
る
有
り
。
小
涼
に
当
に
共
に
面
尽
せ
ん
。
脱
し
言
を
屠
く
こ
と
有
ら
ば
更
に
白
せ
ん
。
面
烏
は
ま
だ

な由
お
之
を
寄
せ
ざ
れ
ば
、
此
に
於
い
て
散
ず
る
所
猶
お
多
し
。

前
答
を
拝
読
し
ま
す
に
、
超
悟
と
い
う
こ
と
す
ら
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
異
を
立
て
た
理
由
は
ま
さ
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
。

送
り
と
ど
け
て
生
公
に
お
見
せ
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
の
道
人
は
勿
論
や
や
意
見
を
同
じ
く
し
な
い
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
涼

し
く
な

っ
た
ら
共
に
面
会
し
て
意
を
尽
く
そ
う
と
思

い
ま
す
。
も
し
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
あ
ら
た
め
て
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
ま
の
あ
た
り
書
き
取

っ
た
も
の
も
、
未
だ
お
と
ど
け
し
て
い
な
い
の
で
、
散
じ
た
も
の
も
多
く
あ
り
ま
す

(?
)。

竺
道
生
答
王
衛
軍
書

究
尋
謝
永
嘉
論
、
都
無
間
然
。
有
同
似
若
妙
善
、
不
能
不
以
為
欣
。
檀
越
難
旨
甚
要
切
、
想
尋
必
佳
通
耳
。
且
聯
試
略
取
論
意
、
以
伸

欣
悦
之
懐
。
以
為
荷
若
不
知
、
焉
能
有
信
。
然
則
由
教
而
信
、
非
不
知
也
。
但
資
彼
之
知
、
理
在
我
表
。
資
彼
可
以
至
我
、
庸
得
無
功
於

日
進
。
未
是
我
知
、
何
由
有
分
於
入
照
。
豊
不
以
見
理
於
外
、
非
復
全
昧
、
知
不
自
中
、
未
為
能
照
耶
。

す
べ

謝
永
嘉
の
論
を
究
尋
す
る
に
、
都
て
間
然
す
る
無
し
。
同
に
妙
善
の
若
き
に
似
た
る
有
れ
ば
、
以
て
欣
び
と
為
さ
ざ
る
能
わ
ず
。

檀
越

の
難
旨
も
甚
だ
要
切
な
り
。
尋
ね
ん
こ
と
を
想
え
ば
必
ず
佳
く
通
ぜ
ん
。
且
ら
く
聯
か
試
み
に
論
意
を
略
取
し
、
以
て
欣
悦
の

お

も

懐
を
伸
べ
ん
。
以
為
え
ら
く
、
荷
も
若
し
不
知
な
ら
ば
、
焉
ぞ
能
く
信
有
ら
ん
。
然
ら
ば
則
ち
教
に
由
り
て
信
ぜ
ば
、
不
知
な
る
に

は
非
ざ
る
な
り
。
但
だ
彼
の
知
に
資
れ
ば
、
理
は
我
が
表
に
在
る
の
み
。
彼
に
資
り
て
以
て
我
を
至
す
可
け
れ
ば
、
庸
ぞ
功

の
日
進

に
無
き
こ
と
を
得
ん
や
。
未
だ
是
れ
我
が
知
な
ら
ざ
れ
ば
、
何
に
由
り
て
か
分

の
入
照
に
有
ら
ん
。
堂
に
理
を
外
に
見
る
を
以
て
、

あ
ら

復
た
全
く
味
き
に
は
非
ざ
る
も
、
知
は
中
よ
り
せ
ざ
れ
ば
、
未
だ
能
く
照
す
と
為
さ
ず
ん
ば
不
ざ
ら
ん
。



謝
永
嘉
の
論
を
調
べ
て
見
ま
し
た
が
、
ま

っ
た
く
間
然
す
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
も
に
は
な
は
だ
見
事
で
、
喜
び
と
し
な

い
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
。貴
方

の
問
難
の
主
旨
も
は
な
は
だ
重
要
で
す
。
探
求
し
て
行
か
れ
れ
ば
き

っ
と
好
い
答
え
が
あ
る
で
し
ょ

う

。
取
り
あ
え
ず
試
み
に
論
意
を
取

っ
て
、
喜
び
の
感
懐
を
述
べ
ま
し
ょ
う
。
こ
う
思
い
ま
す
、
若
し
不
知
な

ら
ば
、
ど
う
し
て
信

じ
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
し
ょ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
教
に
よ

っ
て
信
じ
る
の
で
す
か
ら
不
知
で
は
な

い
こ
と
に
な

り
ま
す
。
た
だ
向
う

の
知
を
た
の
み
と
す
る
の
で
す
か
ら
、
理
は
我
の
外
に
在
り
ま
す
。
向
う
を
た
の
み
と
し
て
我
を
至
り
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
日
進

の
効
果
が
挙
が
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
得
ま
し
ょ
う
か
。
し
か
し
未
だ
我
が
知
で
は
な

い
の
で
す
か
ら
、

ど

う
し
て
悟
入
の
分
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
理
を
外
に
み
る
か
ら
、
ま

っ
た
く
無
知
な

の
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
知
が
内
か
ら
出
た

も
の
で
は
な
い
の
で
、
未
だ
悟
入
で
き
た

の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

註
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①
底
本

に
は
高
麗
大
蔵
経
本
を
用

い
る
。
未
だ
全
体

の
翻
訳
は
な

い
が
、
木
全
徳
雄

「謝
霊
運
の

『弁
宗
論
』」

(東

方
宗
教
三
十
号
)
に

は
、

か
な
り
の
部
分
に

つ
い
て
の
翻
訳
が
見
ら
れ
る
。
な
お
思
想
的
な
解
明
に

つ
い
て
は
、
荒
牧
典
俊

「南
朝
前

半
期
に
お
け
る
教
相

判
釈

の
成
立
に

つ
い
て
」
(『中
国
中
世
の
宗
教
と
文
化
』
)
三
七

二
頁
以
下
参
照
。

②

「
一
超
直
入
如
来
地
」
の

「
一
超
」
な
ど
と
同
じ
構
造
の
語
で
あ
る
。
止
観
輔
行
二
之

一
に

「円
頓
者
、
頓
名
頓

極
頓
足
」
と
あ
る
の

を
参
照
。

③
聖
人
が
無
を
体
す
る
と
い
う
の
は
、
当
時
の
玄
学

の
思
想
に
よ
る
。
世
説
新
語
文
学
8
に
次
の
よ
う
な
話
し
が
あ

る
。

王
輔
嗣
弱
冠
詣
斐
徽
、
徽
問
目
、
夫
無
謝
誠
万
物
之
所
資
、
聖
人
莫
肯
致
言
、
而
老
子
申
之
無
已
、
何
耶
。
弼
日
、
聖
人
体
無
、
無

又
不
可
以
訓
、
故
言
必
及
有
。
老
荘
未
免
於
有
、
恒
訓
其
所
不
足
。
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④
出
三
蔵
記
集
九
に
僧
酸

の
書
い
た
菩
提
経
注
序
が
あ
り
、

夫
万
法
無
相
而
有

二
諦
、
聖
人
無
知
而
有
二
名
。
二
諦
者
俗
也
道
也
。
二
名
者
権
也
智
也
。

と
あ
る
。
僧
酸
は
、
宋
元
嘉
中
に
七
十

一
才
で
没
し
た
慧
観
と
同
時
に
道
場
寺
に
居
た
人
で
あ
る
。

⑤
若
の
字
の
上
に
不
の
字
が
あ
る
が
、
術
字
ま
た
は
誤
字
と
見
て
省
く
。

⑥

こ
の
話
し
は
左
伝
九
年
十
年
、
成
公
二
年
の
項
に
見
え
る
。

⑦
魏
文
帝
与
朝
歌
令
呉
質
書

(文
選
四
二
)
の
語

「節
同
時
異
、
物
是
人
非
、
我
労
如
何
」
に
よ
る
。

⑧

論
語
陽
貸
篇

「子
之
武
城
、
聞
弦
歌
之
声
、
夫
子
莞
爾
而
笑
日
、
割
難
焉
用
牛
刀
」

⑨

尚
書
皐
陶
謹

「萬
拝
昌
言
」

⑩

論
語
泰
伯
篇

「唯
天
為
大
、
唯
尭
則
之
」

⑪

孔
子
と
顔
淵

の
へ
だ
た
り
を
め
ぐ
る
議
論
に

つ
い
て
は
、
木
全
氏
前
揚
論
文
三
頁

の
注
を
参
照
。
な
お
氏
が

「
こ
の
部
分

の
韓
康
伯
の

注
は

『弁
宗
論
』
の
中
の
謝
霊
運
の
儒
教
理
解
に
近

い
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
韓
康
伯

の
注
、

在
理
則
昧
、
造
形
而
悟
、
顔
子
之
分
也
、
失
之
於
幾
、
故
有
不
善
。
得
之
於
二
、
不
遠
而
復
、
故
知
之
来
嘗

復
行
也
。

次
の
質
問
者
竺
法
綱
の

「道
形
天
隔
、
幾

二
険
絶
」
と

い
う
言
葉
は
こ
の
考
え
に
も
と
つ
い
て
い
る
。

⑫

易
繋
辞
伝
上

「百
姓
日
用
而
不
知
」
。

⑬

注
⑪
参
照
。

⑭

論
語
憲
問
篇

「君
子
思
不
出
其
位
」

⑮
論
語
雍
也
篇

「子
日
、
中
人
以
上
、
可
以
語
上
也
」

⑯

尚
書
太
甲

「習
与
性
成
」

⑰

「寂
鑑
微
妙
、
不
容
階
級
」
と
い
う
竺
道
生
の
語
を
踏
ま
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
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⑱
論
語
陽
貨
篇

「鐙
遂
改
火
」

⑲
鍾
胡
は
鍾
祭
と
胡
昭
、
羅
趙
は
羅
暉
と
趙
襲

で
、

い
ず
れ
も
書
の
名
人
。
更
李
は
更
醸
と
李
広
、
罪
養
は
既
出
の
葬
と
養
由
基

で
い
ず

れ
も
弓
の
名
人
。
能
兼
の
可
能
性
を
認
め
な
け
れ
ば
、
書
の
名
人
が
弓
の
腕
前
を
弓
の
名
人
に
恥
じ
る
こ
と
に
な
り
、
弓
の
名
人
が
書

の
腕
前
を
書
の
名
人
に
恥
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑳

「坐
忘
」
は
荘
子
大
宗
師
篇
、
「日
損
」
は
老
子
四
十
八
章
。

⑳

「
数
縁
而
滅
」
は

「数
縁
尽
」

(肇
論
)
や

「数
滅
」
(大
乗
義
章
十
八
)
と
同
じ
で
、
「択
滅
」
の
古
い
訳
語
で
あ
る
。
肇
論
疏
下

(大

45

1

一
九
六

a
)
は

「数
縁
尽
、
以
智
数
断
煩
悩
惑
尽
也
」
と
言
う
か
ら

「数
」
と
は
智
数
ま
た
は
慧
数

(大
乗
義
章
十
八
)

で
智
恵

の
こ
と
、

「縁
」
と
は
断
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

⑳

「角
弓
」
は
毛
詩
十
五
小
雅
に

「騨
騨
角
弓
、
翻
其
反
尖
」
と
あ
る
。

⑳
注
⑪
参
照
。

⑳
論
語
公
治
長
篇

「回
也
聞

一
以
知
十
、
賜
也
聞

「
以
知
二
」
。

⑳
何
曇
、
元
名
論
同
類
元
遠
而
不
相
応
、
異
類
元
近
而
不
相
違
。
讐
如
陰
中
之
陽
、
陽
中
之
陰
、
各
以
物
類
、
自
相
求
従
。
夏
日
為
陽
而

夕
夜
遠
与
冬
日
共
為
陰
、
冬
目
為
陰
而
朝
昼
遠
与
夏
日
同
為
陽
。
皆
異
干
近
而
同
干
遠
也
。

⑳
文
選
十
八
笙
賦
注

「左
氏
伝
昭
公
二
十
九
年
、
呉
公
子
札
来
聴
。
魯
人
為
四
代
楽
、
為
之
歌
頒
。
季
札
歎
日
、
至
　
哉
。
魎
而
不
偏
、

遠

而
不
捕
。
此
頒
中
乃
有
遠
不
橋
離
乏
音
。」

⑳
易
繋
辞
伝
上

「書
不
尽
言
、
言
不
尽
意
」


