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奏
秦
王
表

僧
肇
言
、
肇
聞
天
得

一
以
清
、
地
得

一
以
寧
。
君
王
得

一
以
治
天
下
。
伏
惟
陛
下
叡
哲
欽
明
、
道
与
神
会
。
妙
契
環
中
、
理
無
不
統
。

游
刃
万
機
、
弘
道
終
日
。
威
被
蒼
生
、
垂
文
作
則
。
所
以
域
中
有
四
大
、
而
王
居

一
焉
。

〔
訓

読
〕

秦
王
に
奏
む
る
表

僧
肇
言
わ
く
、
肇
は
聞
く
な
ら
く
、
天
は

一
を
得

て
以
て
清
く
、
地
は

一
を
得
て
以
て
寧
く
、
君
王
は

一
を
得
て
以
て
天
下
を
治
む
、

と
。
伏
し
て
惟
う
に
、
陛
下
は
叡
哲
欽
明
に
し
て
道
は
神
と
会
す
。
妙
に
環
中
に
契
い
、
理
と
し
て
統
べ
ざ
る
は
無

し
。
万
機
に
游
刃
し
、

弘
道
す
る
も
の
終
日
。
威
は
蒼
生
を
被
い
、
文
を
垂
れ
て
則
を
作
る
。
域
中
に
四
大
有
り
て
、
而
し
て
王
の

一
に
居

る
所
以
な
り
。

〔和

.
訳
〕



秦
王
に
た
て
ま

つ
る
文
書

僧
肇
が
申
し
上
げ
ま
す
、
私
は
、
天
は

一
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
清
く
、
地
は

一
を
得
た
こ
と
に
よ

っ
て
寧
く
、
君
王
は

一
を
得
た
こ

と

に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る
、
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

伏
し
て
お
も
ん
み
る
に
、
陛
下
は
叡
哲
欽
明
で
あ
り
、
治
道
は
神
聖
の
は
た
ら
き
と

一
つ
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。
玄
妙
に
自
在
力
を
得

ら
れ
、
道
理
と
し
て
統
べ
お
さ
め
な
い
も
の
は
な
い
。
万
…機
に
游
刃
し
て
、
ひ
ね
も
す
仏
道
を
弘
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
威
徳
は
万
民
を
お

お

い
、
文
を
垂
れ
て
則
を
作
ら
れ
ま
す
。
世
界
に
は
四
つ
の
偉
大
な
も
の
が
あ

っ
て
、
王
が
そ
の

一
つ
に
居
る
ゆ
え

ん
で
あ
り
ま
す
。
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2
浬
葉
之
道
、
蓋
是
三
乗
之
所
帰
、
方
等
之
淵
府
。
瀞
荘
希
夷
、
絶
視
聴
之
域
。
幽
致
虚
玄
、
殆
非
群
情
之
所
測
。

〔訓

読
〕

び
ょ

う
ぼ
う

き

い

浬
葉

の
道
は
蓋
し
是
れ
三
乗
の
帰
す
る
所
に
し
て
、
方
等
の
淵
府
な
り
。

紗

荘
希
夷
に
し
て
視
聴

の
域
を
絶
す
。
幽
致
虚
玄
に
し
て

殆
ど
群
情
の
測
る
所
に
は
非
ず
。

〔和

訳
〕

浬
葉

の
道
は
思
う
に
三
乗
の
帰
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
方
等
教
の
集
ま
る
所
。
沙
荘
と
し
て
見
え
ず
聞
こ
え
ず
、
視
聴

の
領
域
と
隔
絶

し
て
お
り
ま
す
。
幽
致
虚
玄
で
、
ほ
と
ん
ど
群
情

の
測
り
知
る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
浬
葉
之
道

寂
滅
不
動
の
聖
心
の
は
た
ら
き
。
本
論
12
へ
段

「神
道
」
の
注
参
照
。

3
肇
以
人
微
、
狼
蒙
国
恩
、

才
識
闇
短
、
錐
屡
蒙
謳
喩
、

〔訓

読
〕

得
閑
居
学
舜
。
在
什
公
門
下
十
有
余
載
。
錐
衆
経
殊
致
、
勝
趣
非

一
、
然
浬
桀

一
義
、

猶
懐
疑
漠
漠
。
為
蜴
愚
不
已
、
亦
如
似
有
解
。
然
未
経
高
勝
先
唱
、
不
敢
自
決
。

常
以
聴
習
為
先
。
肇
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肇
は
人
微
な
る
を
以
て
、
狼
り
に
国
恩
を
蒙
り
、
学
騨
に
閑
居
す
る
こ
と
を
得
た
り
。
什
公
の
門
下
に
在
る
こ
と
十
有
余
載
な
り
き
。

衆
経
は
致
を
殊
に
し
、
勝
趣
は

一
に
非
ず
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
浬
桀
の

一
義
は
、
常
に
聴
習
を
以
て
先
と
為
す
。
肇

は
才
識
闇
短
に
し
て
、

し
ば

ご

屡
し
ば
誇
喩
を
蒙
む
る
と
錐
も
、
猶
お
懐
疑
し
て
漠
漠
た
り
。
愚
を
蜴
く
す
こ
と
を
為
し
て
已
ま
ざ
れ
ば
、
亦
た
解
す
る
こ
と
有
る
が
如

と似

し
。
然
れ
ど
も
未
だ
高
勝
の
先
唱
を
経
ざ
れ
ば
、
敢
え
て
自
ら
決
せ
ず
。

〔
和

訳
〕

私
は
取
る
に
足
ら
ぬ
者
で
あ
り
な
が
ら
、
み
だ
り
に
国
恩
を
こ
う
む
り
、
学
問
所
に
つ
ら
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
什
公
の
門
下
に

有

る
こ
と
十
有
余
年
で
あ
り
ま
す
。
も
ろ
も
ろ
の
経
典
は
伝
え
る
と
こ
ろ
を
異
に
し
、
旨
趣
は

一
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
浬
葉

の

一
義
の
み
は
聞
き
習
う
こ
と
を
常
に
先
と
し
ま
す
。
私
は
才
識
闇
短
で
、
し
ば
し
ば
お
さ
と
し
を
こ
う
む
り
な
が
ら
、
な
お
疑
い
を
抱
い

て
も
や
も
や
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
愚
か
な
考
え
を

つ
く
し
て
已
ま
な
か

っ
た
の
で
、
や
は
り
解

っ
た
と
こ
ろ
が
あ

る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
未
だ
高
勝
の
先
唱
を
見
て
い
な
い
の
で
、
自
ら
決
す
る
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
。

4
不
幸
什
公
去
世
、
諮
参
無
所
、
以
為
永
慨
。
而
陛
下
聖
徳
不
孤
、
独
与
什
公
神
契
。
目
撃
道
存
、
快
尽
其
中
方
寸
。
故
能
振
彼
玄
風
、

以
啓
末
俗
。

〔訓

読
〕

不
幸
に
し
て
什
公
は
世
を
去
り
、
諮
参
す
る
に
所
無
く
以
て
永
き
慨
き
と
為
す
。
而
る
に
陛
下
は
聖
徳
は
孤
な
ら
ず
、
独
り
什
公
と
神

契

せ
り
。
目
撃
し
て
道
存
し
、
快
く
其

の
中
に
方
寸
を
尽
く
せ
り
。
故
に
能
く
彼

の
玄
風
を
振

い
、
以
て
末
俗
を
啓
く
。

〔和

訳
〕

不
幸
に
も
什
公
が
世
を
去
ら
れ
た
の
で
、
諮
問
す
る
所
が
な
い
の
が
永
遠

の
な
げ
き
で
す
。
し
か
る
に
陛
下
は
、
聖
徳
は
孤
な
ら
ず
で
、

独
り
什
公
と
精
神
が
あ
い
契
わ
れ
ま
し
た
。

一
目
見
た
だ
け
で
道
が
そ
な
わ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
す
み
や
か
に
そ
の
中
に
心
を
尽
く
さ
れ



ま

し
た
。
故
に
か
の
玄
風
を
ふ
る

っ
て
末
世
を
啓
蒙
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
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5

一
日
遇
蒙
答
安
城
侯
挑
嵩
書
、
問
無
為
宗
極
。
何
者
、
夫
衆
生
所
以
久
流
転
生
死
者
、
皆
由
著
欲
故
也
。
若
欲
止
於
心
、
即
無
復
於
生

死
。
既
無
生
死
、
潜
神
玄
黙
、
与
虚
空
合
其
徳
、
是
名
浬
藥
　
。
既
日
浬
桀
、
復
何
容
有
名
於
其
問
哉
。

〔訓

読
〕

た
ま

一
日
遇
た
ま
安
城
侯
眺
嵩
の
書
の
、
無
為

の
宗
極
を
問
う
に
答
う
る
こ
と
を
蒙
れ
り
。
何
と
な
ら
ば
、
夫
れ
衆
生

の
久
し
く
生
死
に
流

か
え

転
す

る
所
以
の
者
は
、
皆
な
欲
に
著
す
る
に
由
る
が
故
な
り
。
若
し
欲
の
心
に
止
ま
ば
即
ち
生
死
に
復
る
こ
と
無
か
ら
ん
。
既
に
生
死
無

は

け
れ
ば
、
神
を
玄
黙
に
潜
め
、
虚
空
と
其
の
徳
を
合
す
、
是
れ
浬
葉
と
名
つ
く
る
な
り
。
既
に
浬
桀
と
日
う
、
復
た
何
ぞ
其

の
間
に
名
有

る
べ
け
ん
や
、
と
。

〔和

訳
〕

あ

る
日
た
ま
た
ま
、
安
城
侯
挑
嵩
が
手
紙
で
、
無
為

の
至
理
に
つ
い
て
問
う
た
の
に
答
え
ら
え
ま
し
た
。

な
ぜ
か
と

い
う
と
、
そ
も
そ
も
衆
生
が
久
し
く
生
死
に
流
転
す
る
ゆ
え
ん
は
、
皆
な
欲
望
に
執
著
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
欲
望
が
心

に
お
い
て
止
滅
す
れ
ば
、
生
死
に
か
え
る
こ
と
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
生
死
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
精
神
を
玄
黙
の
境
地
に

深
く

ひ
そ
ま
せ
、
虚
空
と
そ
の
特
性
を
等
し
く
す
る
、
そ
れ
を
浬
葉
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
浬
葉
と
い
う

の
で
あ
る
か
ら
、
い

っ
た
い
ど
う
し
て
言
葉
が
そ
の
間
に
有
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

○
安
城
侯
挑
嵩
書

『肇
論
研
究
』
参
照
。
挑
嵩
と
挑
興
の
手
紙
は
、
広
弘
明
集
十
八
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

6
斯

乃
窮
微
言
之
美
、
極
象
外
之
談
者
也
。
自
非
道
参
文
殊
、
徳
偉
慈
氏
、
敦
能
宣
揚
玄
道
、
為
法
城
璽
。
使
夫
大
教
巻
而
復
箭
、

倫
而
更
顕
。
尋
玩
股
勤
、
不
能
暫
捨
。
欣
悟
交
懐
、
手
舞
弗
暇
。
山豆
直
当
時
之
勝
軌
、
方
乃
累
劫
之
津
梁
　
。

幽
旨
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〔訓

読
〕

ま
じ

ひ
と

斯
れ
乃
ち
微
言

の
美
を
窮
め
、
象
外
の
談
を
極
む
る
者
な
り
。
道
は
文
殊
と
参
わ
り
、
徳
は
慈
氏
に
偉
し
き
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
敦
か

す
な
わ

の

し
ず

能
く
玄
道
を
宣
揚
し
、
法
の
城
塑
と
為
り
、
夫
の
大
教

の
巻
け
る
を
し
て
而

ち
復
た
訂
び
し
め
、
幽
旨

の
倫
み
た
る
を
し
て
而
ち
更
に

お

顕
わ
れ
し
め
ん
。
尋
玩
す
る
こ
と
股
勤
、
暫
ら
く
も
捨
く
能
わ
ざ
り
き
。
欣
悟
は
懐
に
交
じ
り
、
手

の
舞
う
に
暇
あ
ら
ず
。
山豆
に
直
に
当

ま
さ

時

の
勝
軌

の
み
な
ら
ん
や
、
方
に
乃
ち
累
劫
の
津
梁
な
り
。

〔和

訳
〕

こ
れ
こ
そ
微
言

の
美
を
窮
め
た
も
の
で
あ
り
、
象
外

の
談
を
極
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
道
は
文
殊
菩
薩
と
等
し
く
、
徳
は
弥
勒
菩
薩

と
等
し
く
な
い
か
ぎ
り
、
た
れ
か
玄
道
を
宣
揚
し
、
法

の
ま
も
り
と
な

っ
て
、
か
の
巻
き
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
大
教
を
ふ
た
た
び
寄
び
さ

せ
、
倫
没
し
て
い
た
幽
旨
を
あ
ら
た
め
て
現
わ
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
か
。
ね
ん
ご
ろ
に
熟
読
吟
味
し
、
暫
ら
く
も
手
ば
な
す

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
よ
ろ
こ
び
と
領
悟
と
が
心
中
に
こ
も
ご
も
起
こ
り
、
手
の
舞
い
に
い
と
ま
が
な
い
次
第
で
し
た
。
た
だ
に

当
代

の
す
ぐ
れ
た
軌
範
で
あ
る
だ
け
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
累
劫
の
津
梁
な
の
で
あ
り
ま
す
。

○
玄
道

菩
提
浬
葉
を
い
う
。

7
然
聖
旨
淵
玄
、
理
微
言
約
。
可
以
匠
彼
先
進
、
抵
抜
高
士
。
催
言
題
之
流
、
或
未
尽
上
意
。
庶
擬
孔
易
十
翼
之
作
、
山豆
貧
豊
文
。
図
以

弘

顕
幽
旨
、
軌
作
浬
桑
無
名
論
。
論
有
九
折
十
演
。
博
采
衆
経
、
託
謹
成
喩
、
以
仰
述
陛
下
無
名
之
致
。
山豆
日
関
詣
神
心
、
窮
究
遠
当
。

柳
以
擬
議
玄
門
、
班
喩
学
徒
耳
。

〔訓

読
〕

お
し

然
れ
ど
も
聖
旨
は
淵
玄
に
し
て
、
理
は
微
に
言
は
約
な
り
。
以
て
彼
の
先
進
を
匠
え
、
高
士
を
抵
抜
す
可
く
も
、
言
題
の
流
は
或

い
は

未
だ
上
意
を
尽
く
さ
ざ
ら
ん
こ
と
を
催
る
。
庶
く
は
孔
易
十
翼
の
作
に
擬
ら
え
ん
、
山豆
に
文
を
曲豆
か
に
す
る
こ
と
を
貧
ら
ん
や
。
以
て
弘



く
幽
旨
を
顕
さ
ん
こ
と
を
図
り
、
軌
ち
浬
桀
無
名
論
を
作
れ
り
。
論
に
九
折
十
演
有
り
。
博
く
衆
経
に
采
り
、
謹
を
託
し
喩
を
成
し
、
以

て
仰
ぎ
て
陛
下
の
無
名
の
致
を
述
べ
た
り
。
山豆
に
神
心
に
関
詣
し
、
窮
究
し
て
遠
く
当
る
と
日
わ
ん
や
。
柳
さ
か
以

て
玄
門
を
擬
議
し
、

わ班

か
ち
て
学
徒
を
喩
さ
ん
と
す
る
の
み
。

〔和

訳
〕

し
か
し
な
が
ら
論
旨
は
深
遠
で
あ
り
、
論
理
は
微
妙
で
あ

っ
て
言
説
は
簡
約
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ

っ
て
上
級
者
を
教
え
、
高
士
を

救
済
す
る
こ
と
は
で
き
ま
し
ょ
う
が
、
言
語
文
字
に
と
ら
わ
れ
る
者
た
ち
は
、
或
い
は
未
だ
陛
下
の
意
を
尽
く
さ
な

い
の
で
は
な
い
か
と

恐

れ
ま
す
。
そ
こ
で
願
わ
く
は
、
孔
子
の
易
の
十
翼
の
作
に
な
ら
い
た
い
の
で
す
が
、
文
を
曲豆
か
に
す
る
こ
と
を
貧

ぼ
ろ
う
と
す
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
よ

っ
て
大
い
に
幽
旨
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思

っ
て
、
勝
手
な
が
ら
浬
葉
無
名
論
を
作
り
ま
し
た
。

論
に
は
九
折

(九
個
の
問
難
)
と
十
演

(十
個

の
説
明
)
と
が
あ
り
ま
す
。
ひ
ろ
く
衆
経
の
語
を
採
取
し
て
、
謹
拠
と
し
た
り
讐
喩
と

し
た
り
し
な
が
ら
、
陛
下
の
無
名
の
趣
旨
を
仰

い
で
祖
述

い
た
し
ま
し
た
。
と
て
も
御
心
に
通
暁
し
、
窮
め
究
め
て
深
く
当

っ
て
い
る
と

は

い
え
ま
せ
ん
。

い
さ
さ
か
も

っ
て
玄
門
に
つ
い
て
思
考
し
議
論
し
、
学
徒
に
分
か

っ
て
喩
そ
う
と
す
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。

237 浬葉の考察(1)

8
論
末
章
云
、
諸
家
通
第

一
義
諦
、
皆
云
廓
然
空
寂
、
無
有
聖
人
。
吾
常
以
為
太
甚
径
庭
、
不
近
人
情
。
若
無
聖
人

、
知
無
者
誰
。
実
如

明
詔
、
実
如
明
詔
。

〔訓

読
〕

は

な

は

論
末
の
章
に
云
わ
く
、
諸
家
は
第

一
義
諦
を
通
じ
て
皆
な
云
う
、
廓
然
空
寂

に
し
て
聖
人
有
る
無
し
、
と
。
吾
は
常
に
以
て
太
甚
だ
径

庭

し
て
人
情
に
近
か
ら
ず
と
為
す
、
若
し
聖
人
無
く
ん
ば
、
無
を
知
る
者
は
誰
そ
や
、
と
。
実
に
明
詔

の
如
し
、
実

に
明
詔
の
如
し
。

〔和

訳
〕

論
末
の
章
に
い
う
、
諸
家
は
第

一
義
諦
を
解
し
て
皆
な

い
う
、
廓
然
空
寂
で
あ

っ
て
、
聖
人
は
い
な
い
、
と
。
吾
人
は
常
に
、
は
な
は
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だ

へ
だ

た

っ
て

い

て
人

の
常

識

か

ら

か
け

は
な

れ

て

い
る
と

思

う

。

と

に
仰

せ

の
と

お

り

、

ま

こ

と

に
仰

せ

の
と

お
り

で
あ

り

ま

す

。

も

し

聖

人

が

い
な

け

れ
ば

、

無

を

知

る
者

は

誰

な

の
か

、

と

。
ま

》
」

9
夫
道
悦
惚
窩
冥
、
其
中
有
精
。
若
無
聖
人
、
誰
与
道
游
。
頃
諸
学
徒
莫
不
躊
躇
道
門
、
快
快
此
旨
。
懐
疑
終
日
、
莫
之
能
正
。
幸
遭
高

判

、
宗
徒
嵯
然
。
拍
関
之
僖
、
蔚
登
玄
室
。
真
可
謂
法
輪
再
転
於
閻
浮
、
道
光
重
映
於
千
載
者
　
。

〔訓

読
〕

夫
れ
道
は
悦
惚
と
し
て
宵
冥
、
其

の
中
に
精
有
り
。
若
し
聖
人
無
く
ん
ば
、
誰
か
道
と
游
ば
ん
。
頃
ろ
諸
の
学
徒
は
、
道
門
に
躊
躇
し

て
此
の
旨
に
快
快
た
ら
ざ
る
は
莫
し
。
懐
疑
す
る
こ
と
終
日
に
し
て
、
之
を
能
く
正
す
も
の
莫
し
。
幸

い
に
高
判
に
遭
い
て
宗
徒
は
儘
然

た
た

た
り
。
関
を
拍
く
の
傳
は
蔚
と
し
て
玄
室
に
登
る
。
真
に
謂

い
つ
可
し
、
法
輪
は
再
び
閻
浮
に
転
ぜ
ら
れ
、
道
光
は
重
ね
て
千
載
に
映
ゆ

る
者
な
り
と
。

〔和

訳
〕

そ
も
そ
も
道
と
い
う
も
の
は
お
ぼ
ろ
げ
で
見
定
め
が
た
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
精
神
が
あ
る
。
も
し
聖
人
が
い
な
け
れ
ば
、
誰

が
道
と
あ
そ
ぶ
で
あ
ろ
う
。
ち
か
ご
ろ
も
ろ
も
ろ
の
学
徒
は
、
仏
道
の
門
に
入
る
こ
と
を
躊
躇
し
、
こ
の
点
を
め
ぐ

っ
て
も
や
も
や
し
て

い
な
い
者
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ひ
ね
も
す
懐
疑
し
て
、
そ
れ
を
正
し
う
る
者
も
お
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
幸

い
に
も
明
断
に
め
ぐ
り
会

い
、

宗
徒
は
心
が
開
け
ま
し
た
。
仏
道

の
関
門
を
た
た
く
ひ
と
び
と
が
盛
ん
に
玄
室
に
登

っ
て
お
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
こ
う
い
う
べ
き
で
す
、

法
輪
が
再
び
閻
浮
に
転
ぜ
ら
れ
、
道
光
が
重
ね
て
千
載
に
映
え
る
も
の
で
あ
る
と
。

10
今
演
論
之
作
旨
、
曲
弁
浬
桀
無
名
之
体
、

差
、
伏
承
指
授
。
僧
肇
言
。

寂
彼
廓
然
、
排
方
外
之
談
。
条
牒
如
左
、
謹
以
仰
呈
。
若
少
参
聖
旨
、
願
勅
存
記
。
如
其
有



〔訓

読
〕

つ
ぶ
さ

今
の
演
論
の
作
旨
は
、

曲

に
浬
業
無
名
の
体
を
弁
じ
て
、
彼

の
廓
然
を
寂
し
、
方
外
の
談
を
排
せ
ん
と
す
。
条

牒
す
る
こ
と
左
の
如

も

し
、
謹
し
ん
で
以
て
仰
呈
す
。
若
し
少
し
く
聖
旨
に
参
ぜ
ば
、
願
く
は
勅
し
て
存
記
せ
し
め
よ
。
如
し
其
れ
差
う
こ
と
有
ら
ば
、
伏
し
て

指
授
を
承
け
ん
。
僧
肇
言
う
。

〔和

訳
〕

今
の
本
論
の
作
意
は
、
つ
ぶ
さ
に
浬
葉
無
名
の
体
を
弁
じ
て
、
か
の
廓
然
空
寂

の
説
を
し
ず
め
、
方
外

の
談
を
し
り
ぞ
け
よ
う
と
す
る

も

の
で
す
。
条
を
逐

っ
て
左

の
よ
う
に
文
に
し
ま
し
た
。
謹
ん
で
仰
ぎ
呈
し
ま
す
。
も
し
少
し
で
も
聖
旨
に
か
な
え
ば
、
ど
う
か
勅
し
て

記
録
に
と
ど
め
さ
せ
ら
れ
ま
す
よ
う
に
願

い
ま
す
。
も
し
差
う
こ
と
が
あ
れ
ば
、
伏
し
て
指
授
を
う
け
た
ま
わ
り
ま
す
。
僧
肇
言
上
す
。

239 浬葉の考察(1)

11
泥
日
、
泥
沮
、
浬
桀
、
此
三
名
前
後
異
出
。
蓋
是
楚
夏
不
同
耳
。
云
浬
葉
、
音
正
也
。

〔訓

読
〕

泥
日
と
泥
沮
と
浬
葉
と
は
、
此
の
三
名
は
前
後
し
て
異
な
り
出
づ
。
蓋
し
是
れ
楚
夏
の
不
同
な
る
の
み
。
浬
桑
と
云
う
は
、
音
の
正
し

き
な
り
。

〔和

訳
〕

泥
日
と
泥
沮
と
浬
葉
と
は
、
こ
の
三
つ
の
言
葉
は
前
後
し
て
異
な

っ
て
出
現
し
た
。
け
だ
し
楚
夏

の
不
同
に
過
ぎ
な

い
。
浬
桀
と

い
う

の
が
正
音
で
あ
る
。

12

九
折
十
演
者

イ
開
宗
第

一
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無
名
日
、
経
称
有
余
浬
葉
、
無
余
浬
葉
者
、
秦
言
無
為
、
亦
名
滅
度
。
無
為
者
、
取
乎
虚
無
寂
真
、
妙
絶
於
有
為
。
滅
度
者
、
言
其
大

患
永
滅
、
調
度
四
流
。
斯
蓋
是
鏡
像
之
所
帰
、
絶
称
之
幽
宅
也
。
而
日
有
余
無
余
者
、
良
是
出
処
之
異
号
、
応
物
之
仮
名
耳
。

〔
訓

読
〕

九
折
と
十
演
な
る
者
は

宗
を
開
く

無
名
曰
わ
く
、
経
に
有
余
浬
藥
、
無
余
浬
葉
と
称
す
る
者
は
、
秦
に
は
無
為
と
言
い
、
亦
た
滅
度
と
も
名
つ
く
。
無
為
な
る
者
は
、
虚

無
寂
真
に
し
て
、
妙
に
有
為
を
絶

つ
に
取
る
。
滅
度
な
る
者
は
、
其
の
大
患
永
く
滅
し
、
四
流
を
調
度
す
る
を
言
う
。
斯
れ
蓋
し
是
れ
鏡

像

の
帰
す
る
所
に
し
て
、
絶
称
の
幽
宅
な
り
。
而
も
有
余
無
余
と
日
う
者
は
、
良
に
是
れ
出
処
σ
異
号
に
し
て
、
応
物
の
仮
名
な
る
の
み
。

〔
和

訳
〕

九
折
と
十
演
と
は

宗
旨

の
開
示

無
名
が
い
う
、
経
典
に
有
余
浬
桑
、
無
余
浬
禦
と
称
す
る
も
の
は
、
中
国
で
は
無
為
と
言
い
、
ま
た
滅
度
と
も
名
づ
け
る
。
無
為
と
い

し

ぼ

る

う

の
は
、
虚
無
寂
真
で
、
玄
妙
に
有
為
を
絶

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
取
る
。
滅
度
と
い
う
の
は
、
大
患
が
永
久
に
滅
し
て
お
り
、
四
漫
流
を

超
え
渡

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
言
う
。
こ
れ
は
け
だ
し
万
法

の
帰
す
る
所
で
あ
り
、
名
称
の
絶
え
た
幽
宅
で
あ
る
。
し
か
も
有
余
と
い
い
無

余

と
い
う

の
は
、
現
わ
れ
て
い
る
か
隠
れ
て
い
る
か
に
よ
る
異

っ
た
呼
び
方
で
あ
り
、
衆
生
に
対
応
す
る
た
め
の
仮
り
の
名
称
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
。

口
余
嘗
試
言
之
、
夫
浬
葉
之
為
道
也
、
寂
蓼
虚
砿
、
不
可
以
形
名
得
。
微
妙
無
相
、
不
可
以
有
心
知
。
超
群
有
以
幽
升
。
量
太
虚
而
永
久
。

随
之
弗
得
其
躍
、
迎
之
岡
眺
其
首
。
六
趣
不
能
摂
其
生
、
力
負
無
以
化
其
体
。
漬
溝
惚
悦
、
若
存
若
往
。
五
目
不
観
其
容
、
二
聴
不
聞
其
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響
。
冥
冥
宿
雷
、
誰
見
誰
暁
。
弥
論
靡
所
不
在
、
而
独
曳
於
有
無
之
表
。

〔訓

読
〕

た

べ

余
は
嘗

つ
て
試
み
に
之
を
言
え
り
、
夫
れ
浬
桑
の
道
為
る
や
、
寂
蓼
虚
砿
に
し
て
、
形
名
を
以
て
得
可
か
ら
ず
。
微
妙
無
相
に
し
て
、

有
心
を
以
て
知
る
可
か
ら
ず
と
。
群
有
を
超
え
て
以
て
幽
升
し
、
太
虚
を
量
れ
て
而
し
て
永
久
な
り
。
之
に
随
う
も
其
の
躍
を
得
ず
、
之

を
迎
う
る
も
其
の
首
を
眺
む
る
岡
し
。
六
趣
は
其
の
生
を
摂
す
る
能
わ
ず
、
力
負
も
以
て
其

の
体
を
化
す
る
無
し
。
潰
溝
惚
悦
と
し
て
存

ご
と

み

り
ん

す

る
が
若
く
往
け
る
が
若
し
。
五
目
は
其
の
容
を
観
ず
、
二
聴
は
其
の
響
を
聴
か
ず
。
冥
冥
脊
宿
と
し
て
誰
か
見
て
誰
か
暁
ら
ん
。
弥
論

な

し

て
在
ら
ざ
る
所
靡
く
、
而
も
有
無

の
表
に
独
曳
す
。

〔和

訳
〕

私
は
か
つ
て
試
み
に
こ
う

い
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
浬
葉

の
道
と
い
う
も
の
は
、
空

の
ま
た
空
、
形
や
名
に
よ
っ
て
認
め
る
こ
と
は
で
き

な

い
し
、
微
妙
無
相
で
あ

っ
て
、
有
心
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
群
有
を
超
え
て
幽
升
し
、
太
虚
を
容
れ
て
永
久
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
き
し
た
が
っ
て
も
そ
の
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
こ
れ
を
む
か
え
て
も
そ
の
頭
は
見
ら
れ
な

い
。
六
趣
は
そ
の
活
動
を
制
御
で

き
な
い
し
、
時
間
も
そ
の
体
を
う

つ
ろ
わ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
は
て
し
な
く
さ
だ
か
で
な
く
、
と
ど
ま

っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
り
行

っ
て

し
ま

っ
た
よ
う
で
も
あ
る
。

い
か
な
る
眼
も
そ
の
容
を
見
な
い
し
、
い
か
な
る
耳
も
そ
の
響
を
聞
か
な
い
。
か
そ
け
く
ふ
か
く
、
誰
が
見

て
誰
が
知
る
で
あ
ろ
う
。
遍
満
し
て
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
は
な
く
、
し
か
も
有
無
の
外
に
独
脱
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
余
嘗
試
言
之

劉
遺
民
書
問
附
25
ロ
参
照
。

ハ
然
則
言
之
者
失
其
真
、
知
之
者
反
其
愚
。
有
之
者
乖
其
性
、
無
之
者
傷
其
躯
。
所
以
釈
迦
掩
室
於
摩
蜴
、

唱
無
説
以
顕
道
、
釈
梵
絶
聴
而
雨
華
。
斯
皆
理
為
神
御
、
故
口
以
之
而
黙
。
山豆
日
無
弁
、
弁
所
不
能
言
也
。

〔訓

読
〕

浄
名
杜

口
於
砒
耶
。
須
菩
提
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然
ら
ば
則
ち
之
を
言
わ
ん
と
す
る
者
は
其
の
真
を
失

い
、
之
を
知
ら
ん
と
す
る
者
は
其
の
愚
に
反
る
。
之
を
有
と
す
る
者
は
其
の
性
に

ゆ

え

乖
き
、
之
を
無
と
す
る
者
は
其
の
躯
を
傷
う
。
所
以
に
釈
迦
は
室
を
摩
蜴
に
掩
い
、
浄
名
は
口
を
砒
耶
に
杜
じ
た
り
。
須
菩
提
は
無
説
を

あ
め
ふ

唱
え

て
以
て
道
を
顕
わ
し
、
釈
梵
は
聴
く
こ
と
を
絶
ち
て
而
し
て
華
を

雨

ら
せ
た
り
。
斯
れ
は
皆
な
理

の
神
御
と
為
る
、
故
に
口
は
之

を
以
て
し
て
而
し
て
黙
せ
り
。
山豆
に
弁
無
し
と
日
わ
ん
や
、
弁
の
言
う
能
わ
ざ
る
所
な
る
な
り
。

〔和

訳
〕

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
言
お
う
と
す
る
者
は
真
実
を
失
墜
し
、
そ
れ
を
知
ろ
う
と
す
る
者
は
愚
者
に
反
転
す
る
。
そ
れ
を
有
と

す

る
者
は
そ
の
本
性
に
そ
む
き
、
そ
れ
を
無
と
す
る
者
は
そ
の
本
体
を
そ
こ
な
う
。
だ
か
ら
釈
迦
は
室
を
摩
蜴
に
閉
ざ
し
、
浄
名
は
口
を

砒
耶
に
閉
ざ
し
た
の
で
あ
る
。
須
菩
提
は
無
説
を
主
張
し
て
道
を
明
ら
か
に
し
、
帝
釈
天
梵
天
は
聞
く
こ
と
を
絶

っ
て
讃
嘆

の
花
を
あ
め

ふ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
皆
な
至
理
が
精
神
を
制
御
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
口
は
そ
れ
に
よ
っ
て
黙
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
弁

舌
が
な
か

っ
た
と
い
お
う
か
、
弁
舌
で
は
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

二
経
云
、
真
解
脱
者
離
於
言
数
、
寂
滅
永
安
。
無
始
無
終
、
不
晦
不
明
、
不
寒
不
暑
、
湛
若
虚
空
、
無
名
無
説
。
論

日
、
浬
桑
非
有
、
亦

復
非
無
。
言
語
道
断
、
心
行
処
滅
。

〔
訓

読
〕

経
に
云
わ
く
、
真
の
解
脱
な
る
者
は
言
数
を
離
れ
、
寂
滅
し
て
永
く
安
し
。
始
め
も
無
く
終
り
も
無
く
、
晦
か
ら
ず
明
ら
か
な
ら
ず
、

ま

た

寒

か
ら
ず
暑
か
ら
ず
、
湛
と
し
て
虚
空

の
若
く
、
名
も
無
く
説
も
無
し
、
と
。
論
に
曰
わ
く
、
浬
葉
は
有
に
非
ず
、
亦
復
無
に
非
ず
。
言

語

の
道
は
断
た
れ
、
心
行
の
処
は
滅
せ
り
、
と
。

〔和

訳
〕

経
典
に
い
う
、
真
の
解
脱
と
い
う
も
の
は
言
葉
の
範
疇
と
は
無
縁
で
あ
り
、
寂
滅
し
て
永
遠
に
平
安
で
あ
る
。
始
め
も
な
く
終
り
も
な



、

くう

、

暗

く
も

な

く
明

る
く

も

な

く

、

寒

く

も

な

く

暑

く

も

な

く

、
虚

空

の
よ
う

に
清

浄

で
あ

り

、

名

も

な

く

説

も

な

い
、

と

。

浬
桑

は
有

で
も

な
く

ま

た
無

で
も

な

い
。

言

語

の
通

じ

る

道

は

断

絶

し

、
心

の
は

た

ら
く

場

所

は
消

滅

し

て

い
る
、

と

。
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ホ
尋
夫
経
論
之
作
、
山豆
虚
構
哉
。
果
有
其
所
以
不
有
、
故
不
可
得
而
有
。
有
其
所
以
不
無
、
故
不
可
得
而
無
耳
。
何
者
、
本
之
有
境
、
則

五
陰
永
滅
、
推
之
無
郷
、
而
幽
霊
不
蜴
。
幽
霊
不
蜴
、
則
抱

一
湛
然
、
五
陰
永
滅
、
則
万
累
都
据
。
万
累
都
掲
、
故
与
道
通
洞
、
抱

一
湛

然
、
故
神
而
無
功
。
神
而
無
功
、
故
至
功
常
存
、
与
道
通
洞
、
故
沖
而
不
改
。
沖
而
不
改
、
故
不
可
為
有
、
至
功
常
存
、
故
不
可
為
無
。

〔訓

読
〕

夫
の
経
論
の
作
を
尋
ぬ
る
に
、
量
に
虚
構
な
ら
ん
や
。
果
た
し
て
其
の
有
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
、
故
に
得
て
而
し
て
有
と
す
可
か
ら
ず
。

其

の
無
な
ら
ざ
る
所
以
有
り
、
故
に
得
て
而
し
て
無
と
す
可
か
ら
ざ
る
の
み
。
何
と
な
ら
ば
、
之
を
有

の
境
に
本
つ
く
れ
ば
、
則
ち
五
陰

す
な
わ

は
永
く
滅
し
、
之
を
無
の
郷
に
推
せ
ば
、

而

ち
幽
霊
は
蜴
き
ざ
れ
ば
な
り
。
幽
霊
は
蜴
き
ざ
れ
ば
則
ち

一
を
抱
き

て
湛
然
た
り
、
五
陰

は
永
く
滅
す
れ
ば
則
ち
万
累
は
都

べ
て
拐

つ
。
万
累
は
都
べ
て
指

つ
、
故
に
道
と
通
洞
す
、

一
を
抱
き
て
湛
然
た
り
、
故
に
神
に
し
て
而

も
功
無
し
。
神
に
し
て
而
も
功
無
し
、
故
に
至
功
の
常
に
存
す
、
道
と
通
洞
す
、
故
に
沖
し
て
而
し
て
改
め
ず
。
沖

し
て
而
し
て
改
め
ず
、

故

に
有
と
為
す
可
か
ら
ず
、
至
功

の
常
に
存
す
、
故
に
無
と
為
す
可
か
ら
ず
。

〔和

訳
〕

経
論
の
成
り
立
ち
を
考
え

て
み
る
と
、
ど
う
し
て
虚
構
で
あ
ろ
う
か
。
果
た
し
て
そ
の
有

で
は
な
い
ゆ
え
ん
が
あ

る
、
故
に
有
で
あ
る

と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
無
で
は
な

い
ゆ
え
ん
が
あ
る
、
故
に
無
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
な
ぜ

と
な
ら
ば
、
そ
れ
を
有
の
領
域

に
た
ず
ね
て
み
る
と
、
五
陰
は
永
久
に
滅
し
て
お
り
、
そ
れ
を
無

の
領
域
に
た
ず
ね
て
み
る
と
、
霊
性
は

尽
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

霊
性
が
尽
き
な
い
か
ら
道
を
守

っ
て
湛
然
不
動
で
あ
る
、
五
陰
が
永
久
に
滅
し
て
い
る
か
ら
万
累
は
す
べ
て
尽
き

て
い
る
。
万
累
が
す



244浬藥の考察(1)

べ
て
尽
き
て
い
る
、
故
に
道
と

一
体
で
あ
る
。
道
を
守

っ
て
湛
然
不
動
で
あ
る
、
故
に
精
神
と
し
て
作
用
し
な
が
ら
功
勲
は
な
い
。
精
神

と
し
て
作
用
し
な
が
ら
功
勲
は
な
い
、
故
に
至
高
の
功
勲
が
常
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
道
と

一
体
で
あ
る
、
故
に
虚
無
で
あ

っ
て
不
変

で
あ
る
。
虚
無
で
あ

っ
て
不
変
で
あ
る
、
故
に
有
だ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
至
高
の
功
勲
が
常
に
存
在
す
る
、
故
に
無
だ
と
す
る
こ

と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

○
神
而
無
功

神
有
応
会
之
用

(般
若
無
知
論
第
三
の
9
)

へ
然
則
有
無
絶
於
内
、
称
謂
倫
於
外
。
視
聴
之
所
不
既
旦、
四
空
之
所
昏
昧
。
悟
焉
而
夷
、
伯
焉
而
泰
。
九
流
於
是
乎
交
帰
、
衆
聖
於
是
乎

冥
会
。
斯
乃
希
夷
之
境
、
太
玄
之
郷
。
而
欲
以
有
無
題
榜
、
標
其
方
域
、
而
語
其
神
道
者
、
不
亦
遡
哉
。

〔訓

読
〕

お
よ

然
ら
ば
則
ち
有
無
は
内
に
絶
え
、
称
謂
は
外
に
倫
む
。
視
聴
の
翫
旦ば
ざ
る
所
に
し
て
、
四
空
の
昏
昧
す
る
所
な
り
。
悟
焉
と
し
て
而
し

て
夷
、
伯
焉
と
し
て
而
し
て
泰
な
り
。
九
流
は
是
に
於

い
て
か
交
も
帰
し
、
衆
聖
は
是
に
於

い
て
か
冥
会
す
。
斯
れ
乃
ち
希
夷

の
境
に
し

は
る

て
太

玄

の
境

な

り

。

而

も

有

無

の
題
榜

を
以

て
其

の
方

域

を

標

し

、

而

し

て
其

の
神
道

を

語

ら

ん

と
欲

す

る
者

は

、

亦

た

逸

か

な

ら

ず

や

。

〔和

訳

〕

そ
う

で
あ

る
な

ら

ば

、

有
無

は
内

に
絶

え

、

称

呼

は
外

に
亡

ん

で

い
る

。

視
聴

の
お

よ
ぼ

な

い
と

こ

ろ

で
あ

り

、

四
空

天

の
不
案

内

な

と

こ

ろ

で
あ

る
。

惜

静

で
と

ら

え

ど

こ

ろ

が

な

く

、
淡

伯

で

や
す

ら

か

で
あ

る

。

九

流

は

こ
も

ご
も

ご

こ

に
帰

り

、

衆

聖

は

し

ら

ず

し

ら

ず

の
う

ち

に

こ

こ

に
集

ま

る
。

こ
れ

こ

そ
見

る

こ
と

も

聞

く

こ
と

も

で
き

な

い
境

域

で
あ

り

、
太

玄

の
家

郷

で
あ

る
。

そ

れ

な

の
に
有

無

の
遍

額

に

よ

っ
て
そ

の
方

域

を

標
榜

し

よ
う

と

し
、

そ

の
神

道

を

語

ろ
う

と

す

る

の
は

、

迂
遠

な

こ

と

で

は
な

い
か

。

○
神
道

聖
神

(般
若

無
知
論

10
)
の
応
会
之
道

(同

26
27
)

の
こ
と
。

つ
ま
り
、
聖
心

は
変
化

し
て
万
物
と
な
り
、
万
物

の

一
つ

一
つ
に
応
接

し

な
が
ら
和
合
す
る
。
そ

の
は
た
ら
き
を

「応
会
之
用
」

(同

9
)
と

い
い
、
「
応
会
之
道
」
と
も

い
う
。

そ
の
時
聖
心
は

「
神
」
と
も

「
聖
神
」
と
も



呼
ば
れ

る
。
し
か
し
常
に
寂

滅
不
動

で
あ

る
か
ら
、

そ
の
点
を
浬
葉
と

い
う

の
で
あ
る
。
般
若
無
知
論

30
31
段
参

照
。
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13
藪
体
第
ニ

イ
有
名
日
、
夫
名
号
不
虚
生
、
称
謂
不
自
起
。
経
称
有
余
浬
葉
、
無
余
浬
葉
者
、
蓋
是
返
本
之
真
名
、
神
道
之
妙
称
者
也
。
請
試
陳
之
。

有
余
者
、
謂
如
来
大
覚
始
興
、
法
身
初
建
、
操
八
解
之
清
流
、
憩
七
覚
之
茂
林
。
積
万
善
於
砿
劫
、
蕩
無
始
之
遺
塵
。
三
明
鏡
於
内
、
神

光
照
於
外
。
結
僧
那
於
始
心
、
終
大
悲
以
赴
難
。
仰
肇
玄
根
、
傭
提
弱
喪
。
超
逼
三
域
、
独
踊
大
方
。
啓
八
正
之
平
路

、
坦
衆
庶
之
夷
途
。

駒
六
通
之
神
験
、
乗
五
術
之
安
車
。
至
能
出
生
入
死
、
与
物
推
移
。
道
無
不
沿
、
徳
無
不
施
。
窮
化
母
之
始
物
、
極
玄
枢
之
妙
用
。
廓
虚

宇
於
無
彊
、
耀
薩
雲
於
幽
燭
。
将
絶
朕
於
九
止
、
永
倫
太
虚
。
而
有
余
縁
不
尽
、
余
　
不
混
。
業
報
猶
魂
、
聖
智
尚
存

。
此
有
余
浬
葉
也
。

経
云
、
陶
治
塵
倖
、
如
錬
真
金
。
万
累
都
尽
而
霊
覚
独
存
。

〔訓

読
〕

し
ら

体
を
藪
ぶ

有
名
曰
わ
く
、
夫
れ
名
号
は
虚
し
く
は
生
ぜ
ず
、
称
謂
は
自
ら
は
起
ら
ず
。
経
に
有
余
浬
彙
、
無
余
浬
桑
と
称
す
る
者
は
、
蓋
し
是
れ

返
本

の
真
名
に
し
て
、
神
道
の
妙
称
な
る
者
な
り
。
請
う
試
み
に
之
を
陳
べ
ん
。

す
す

有
余
な
る
者
は
、
謂
わ
く
、
如
来
は
大
覚
始
め
て
興
り
、
法
身
初
め
て
建

つ
や
、
八
解
の
清
流
に
漂
ぎ
、
七
覚
の
茂
林
に
憩
え
り
。
万

は
ら

う
つ

善
を
砿
劫
に
積
み
、
無
始
の
遺
塵
を
蕩
う
。
三
明
は
内
に
鏡
し
、
神
光
は
外
に
照
ら
す
。
僧
那
を
始
心
に
結
び
、
終
に
大
悲
以
て
難
に
赴

く
。
仰
ぎ
て
玄
根
を
墓
じ
、
傭
し
て
弱
喪
を
提
ぐ
。
超
え
て
三
域
を
適
ぎ
、
独
り
大
方
を
躇
む
。
八
正
の
平
路
を
啓
き
、
衆
庶
の
夷
途
を

あ
ま
ね

坦
ら
に
す
。
六
通
の
神
験
を
鵬
せ
、
五
術
の
安
車
に
乗
る
。
能
く
出
生
入
死
す
る
に
至
り
て
物
と
推
移
し
、
道
は

沿

か
ら
ざ
る
は
無
く
、

ひ
ろ

徳
は
施
こ
さ
ざ
る
は
無
し
。
化
母
の
始
物
を
窮
め
、
玄
枢

の
妙
用
を
極
む
。
虚
宇
を
無
彊
に
廓
げ
、
薩
雲
を
幽
燭
に
耀
か
す
。
将
に
朕
を

九
止

に
絶
ち
て
永
く
太
虚
に
倫
ま
ん
と
し
て
、
而
も
余
縁
の
尽
き
ざ
る
と
余
　
の
混
び
ざ
る
と
有
り
。
業
報
は
猶
お
魂

し
、
聖
智
は
尚
お
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存
す
。
此
れ
有
余
浬
葉
な
り
。
経
に
云
わ
く
、
塵
渾
を
陶
治
す
る
こ
と
真
金
を
錬
る
が
如
し
。
万
累
都
べ
て
尽
き
て
而

し
て
霊
覚
独
り
存

す
、
と
。

〔和

訳
〕

自
体

の
考
察

有
名
が
い
う
、
そ
も
そ
も
名
号
は
あ
だ
に
生
じ
は
し
な
い
し
、
称
呼
は
自
然
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
い
。
経
に
有
余
浬
桀
、
無
余
浬
葉

と
い
う
の
は
返
本
の
真
名
で
あ
り
、
神
道
の
妙
称
な
の
で
あ
る
。
試
み
に
こ
れ
を
論
じ
て
み
よ
う
。

有
余
浬
桑
と
い
う
の
は
、

つ
ま
り
、

如
来
は
大
覚
が
は
じ
め
て
お
こ
り
、
法
身
が
は
じ
め
て
成
り
立
つ
と
、
八
解
脱
の
清
流
に
身
を
す
す
ぎ
、
七
覚
支

の
美
林
に
い
こ
わ
れ
た
。

万
善

を
砿
劫
に
積
み
、
無
始
の
遺
塵
を
払

っ
た
の
で
あ
る
。
三
明
は
内
に
あ

っ
て
映
し
、
神
光
は
外
に
向
か

っ
て
照
ら
す
。
誓
願
を
発
心

の
時
に
結
び
、
究
極
的
に
大
悲
に
よ

っ
て
苦
難
に
赴
く
の
で
あ
る
。
上
を
向

い
て
は
さ
と
り
を
求
め
、
下
を
向

い
て
は
迷
え
る
者
を
導
く
。

三
界
を
超
越
し
て
独
り
大
道
を
践
む
。
八
正
道
の
平
路
を
ひ
ら
き
、
衆
生
の
た
め
の
平
坦
な
道
を
た
い
ら
か
に
す
る
。
六
通
の
神
馬
を
走

ら
せ
、
五
乗

の
安
車
に
乗

っ
て
衆
生
を
運
ぶ
。

能

く
生
死
に
出
入
す
る
に
い
た

っ
て
は
衆
生
と
共
に
あ
り
、
そ
の
道
は
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
り
、
そ
の
徳
は
加
え
ら

れ
な

い
者
は
い
な

い
。
因
縁
の
は
じ
め
を
窮
め
、
自
然
の
妙
用
を
極
め
て
い
る
。
法
界
を
無
窮
に
ひ
ろ
げ
、

一
切
智
を
奥
ふ
か
く
照
ら
す
ま
で
に
か
が
や
か

す
。
そ
の
足
跡
を
九
地
に
絶

っ
て
永
久
に
太
虚
に
沈
も
う
と
し
て
、
し
か
も
尽
き
な
い
余
縁
と
消
え
な
い
余
跡
が
あ
り
、
業
報
は
な
お
生

き
て
お
り
、
聖
智
は
な
お
存
在
す
る
。
こ
れ
が
有
余
浬
葉
で
あ
る
。

経
典
に
い
う
、
鉱
津
を
陶
治
す
る
こ
と
、
真
金
を
錬
る
と
き
の
よ
う
に
し
て
、
万
累
が
す
べ
て
尽
き

て
、
霊
覚
の
み
が
独
り
存
在
す
る
、

と
。

口
無
余
者
、
謂
至
人
教
縁
都
詑
、
霊
照
永
滅
、
廓
爾
無
朕
、
故
日
無
余
。
何
則
、
夫
大
患
莫
若
於
有
身
、
故
滅
身
以
帰
無
。
労
勤
莫
先
於
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有
智

、
故
絶
智
以
倫
虚
。
然
則
智
以
形
倦
、
形
以
智
労
。
輪
転
修
途
、
疲
而
弗
已
。
経
日
、
智
為
雑
毒
、
形
為
桓
桔
。
淵
黙
以
之
而
遼
、

患
難
以
之
而
起
。
所
以
至
人
灰
身
滅
智
、
指
形
絶
慮
。
内
無
機
照
之
勤
、
外
息
大
患
之
本
。
超
然
与
群
有
永
分
、
渾
爾
与
太
虚
同
体
。
寂

焉
無
聞
、
伯
爾
無
兆
。
冥
冥
長
往
、
莫
知
所
之
。
其
猶
灯
尽
火
滅
、
膏
明
倶
蜴
。
此
無
余
浬
葉
也
。
経
云
、
五
陰
永
尽
、
讐
如
灯
滅
。

〔訓

読
〕

無
余
な
る
者
は
、
謂
わ
く
、
至
人
は
教
縁
都
べ
て
詑
り
、
霊
照
は
永
く
滅
し
、
廓
爾
と
し
て
朕
無
し
、
故
に
無
余

と
日
う
。
何
と
な
れ

ば
則
ち
、
夫
れ
大
患
は
身
有
る
に
若
く
は
莫
し
、
故
に
身
を
滅
し
て
以
て
無
に
帰
る
。
労
勤
は
智
有
る
に
先
ん
ず
る
無
し
、
故
に
智
を
絶

つ
か

つ
か

ち

て
以
て
虚
に
濡
む
。
然
ら
ば
則
ち
智
は
形
を
以
て
倦
れ
、
形
は
智
を
以
て
労
る
。
修
途
に
輪
転
し
、
疲
れ
て
而
も
已
ま
ず
。
経
に
曰
わ

く
、
智
は
雑
毒
と
為
り
、
形
は
栓
桔
と
為
る
。
淵
黙
は
之
を
以
て
し
て
而
し
て
遼
か
に
、
患
難
は
之
を
以
て
し
て
而
し
て
起
こ
る
、
と
。

所
以

に
至
人
は
灰
身
滅
智
し
て
形
を
掲
て
慮
を
絶
つ
。
内
に
機
照

の
勤
め
無
く
、
外
に
大
患
の
本
を
息
む
。
超
然
と
し
て
群
有
と
永
く
分

ゆ

か
れ
、
渾
爾
と
し
て
太
虚
と
体
を
同
じ
く
す
。
寂
焉
と
し
て
聞
く
無
く
、
伯
爾
と
し
て
兆
す
無
し
。
冥
冥
と
し
て
長
く
往
き
、
之
く
所
を

知

る
莫
し
。
其
れ
猶
お
灯
尽
き
火
滅
し
、
膏
明
倶
に
端
く
る
が
ご
と
し
。
此
れ
無
余
浬
葉
な
り
。
経
に
云
わ
く
、
五
陰
永
く
尽
く
る
こ
と

讐
え

ば
灯

の
滅
す
る
が
如
し
、
と
。

〔
和

訳
〕

無
余
浬
桀
と
い
う

の
は
、
つ
ま
り
、
至
人
は
教
化
の
因
縁
が
す
べ
て
終
る
と
、
霊
妙
な
照
鑑
も
永
久
に
滅
し
、
廓
然
と
し
て
あ
と
か
た

も
な
い
、
故
に
無
余
と
い
う
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
大
患
は
身
の
有
る
こ
と
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
、
だ
か
ら
身
を
滅
し
て
無
に
帰
る
の
で
あ
る
。
苦
労
は
智
の
有
る

こ
と
に
過
ぎ
る
も
の
は
な
い
、
だ
か
ら
智
を
絶

っ
て
虚
に
没
す
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
智
は
身
に
よ

っ
て
つ
か
れ
、
身
は
智

に
よ

っ
て
つ
か
れ
、
長
途
を
め
ぐ

っ
て
つ
か
れ
て
や
ま
な

い
の
で
あ
る
。
経
典
に
い
う
、
智
は
雑
毒

で
あ
る
、
身
は
栓
桔
で
あ
る
。
平
安

は
そ
れ
に
よ

っ
て
遠
ざ
か
り
、
患
難
が
そ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
る
、
と
。
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し
た
が
っ
て
至
人
は
灰
身
滅
智
し
て
、
身
を
捨
て
慮
を
絶

つ
の
で
あ
る
。
内
に
は
機
に
応
じ
る
照
鑑

の
つ
か
れ
な
く
、
外
に
は
大
患
の

本

を
な
く
し
、
超
然
と
し
て
群
有
と
永
久
に
別
れ
、
渾
然
と
し
て
太
虚
と

一
体
と
な
る
。
寂
焉
と
し
て
聞
こ
え
る
も

の
も
な
く
、
伯
爾
と

し

て
兆
し
も
な

い
。
冥
冥
と
し
て
永
遠
に
去

っ
て
返
ら
ず
、
そ
の
行
く
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
。
あ
た
か
も
灯
が
尽
き

て
火
が
消
え
、
灯
油

も
光
明
も
共
に
つ
き
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
無
余
浬
葉
で
あ
る
。

経
典
に
い
う
、
五
陰
が
永
久
に
尽
き
る
の
は
、
た
と
え
ば
灯
火
が
消
え
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
。

ハ
然
則
有
余
可
以
有
称
、
無
余
可
以
無
名
。
無
名
立
則
宗
虚
者
欣
尚
於
沖
黙
、
有
称
生
則
懐
徳
者
弥
仰
於
聖
功
。
斯
乃
詰
典
之
所
垂
文
、

先

聖
之
所
軌
轍
。

〔訓

読
〕

然
ら
ば
則
ち
有
余
は
有
を
以
て
称
す
可
く
、
無
余
は
無
を
以
て
名
つ
く
可
し
。
無

の
名
立

て
ば
則
ち
虚
を
宗
と
す

る
者
は
欣
び
て
沖
黙

い
よ

を
尚
び
、
有
の
称
生
ず
れ
ば
則
ち
徳
を
懐
う
者
は
弥

い
よ
聖
功
を
仰
ぐ
。
斯
れ
乃
ち
詰
典

の
垂
る
る
所
の
文
に
し
て
、
先
聖
の
軌
す
る
所

の
轍
な
り
。

〔和

訳
〕

だ
と
す
る
な
ら
ば
有
余
は
有
に
よ

っ
て
称
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
無
余
は
無

に
よ

っ
て
名
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
の
名
が

立

つ
と
虚
無
を
宗
旨
と
す
る
人
々
は
よ
ろ
こ
ん
で
沖
黙
を
貴
び
、
有
の
称
が
生
じ
る
と
徳
を
思
う
人
々
は
ま
す
ま
す
聖
人
の
功
を
仰
ぐ
の

で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
経
曲
ハが
示
し
た
き
ま
り
で
あ
り
、
先
聖
が
決
め
た
き
ま
り
で
あ
る
。

二
而
日
有
無
絶
於
内
、
称
謂
倫
於
外
、
視
聴
之
所
不
既
旦、

掩
玄
象
於
轡
外
。
而
責
宮
商
之
異
、
弁
玄
素
之
殊
者
也
。

四
空
之
所
昏
昧
。
使
夫
懐
徳
者
自
絶
、
宗
虚
者
靡
託
。
無
異
杜
耳
目
於
胎
殻
、



〔訓

読
〕

而
も
曰
わ
く
、
有
無
は
内
に
絶
え
、
称
謂
は
外
に
倫
む
。
視
聴
の
既
旦ば
ざ
る
所
に
し
て
、
四
空

の
昏
昧
す
る
所
な
り
、
と
。
夫
の
徳
を

陵
う
者
を
し
て
自
ら
絶
た
し
め
、
虚
を
宗
と
す
る
者
を
し
て
託
す
る
こ
と
靡
か
ら
し
む
。
耳
目
を
胎
殻
に
杜
じ
、
玄
象
を
香
外
に
掩

い
て
、

も
と

而
も
宮
商
の
異
を
責
め
、
玄
素
の
殊
を
弁
ぜ
ん
と
す
る
者
に
異
な
る
こ
と
無
き
な
り
。

〔和

訳
〕

し
か
も

い
う
、
有
無
は
内
に
絶
え
、
称
呼
は
外
に
亡
ん
で
い
る
。
視
聴
の
お
よ
ば
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
四
空
天
の
不
案
内
な
と
こ
ろ

で
あ

る
、
と
。
そ
れ
で
は
あ
の
徳
を
思
う
人
々
を
し
て
あ
と
を
絶
た
せ
、
虚
無
を
宗
旨
と
す
る
人
々
を
し
て
よ
り
ど
こ
ろ
を
な
く
さ
せ
る

で
あ
ろ
う
。
耳
目
を
胎
内
に
ふ
さ
ぎ
、
日
月
を
雲
外
に
お
お
い
な
が
ら
、
し
か
も
五
音
の
ち
が
い
を
聞
き
わ
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
黒

白

の
ち
が
い
を
見
わ
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
に
異
な
ら
な
い
。

249 浬葉 の考察(1)

ホ
子
徒
知
遠
推
至
人
於
有
無
之
表
、
高
韻
絶
唱
於
形
名
之
外
。
而
論
旨
寛
莫
知
所
帰
、
幽
途
故
自
+組
而
未
顕
。
静
思
幽
尋
、
寄
懐
無
所
。

山豆
所
謂
朗
大
明
於
冥
室
、
奏
玄
響
於
無
聞
哉
。

〔訓

読
〕

子
は
徒
ら
に
、
遠
く
至
人
を
有
無

の
表
に
推
し
、
高
く
絶
唱
を
形
名
の
外
に
韻
か
す
こ
と
を
知
る
の
み
。
而
も
論
旨

は
寛
に
帰
す
る
所

つ
つ

を
知

る
莫
く
、
幽
途
は
故
よ
り
自
ら
葱
み
て
而
し
て
未
だ
顕
わ
れ
ず
。
静
思
幽
尋
す
る
も
、
懐
を
寄
す
る
に
所
無
か
ら
ん
。
山豆
に
所
謂
る

か
な

大
明
を
冥
室
に
朗
ら
か
に
し
、
玄
響
を
無
聞
に
奏
つ
る
者
な
ら
ん
か
。

〔和

訳
〕

貴
方
は
い
た
ず
ら
に
至
人
を
遠
く
有
無

の
外
に
お
し
や
り
、
絶
唱
を
高
く
形
名
の
外
に
ひ
び
か
そ
う
と
す
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
論

旨
は
結
局
帰
す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
し
、
幽
途
は
も
と
よ
り
自
ら
隠
れ
た
ま
ま
で
い
ま
だ
顕
わ
で
は
な
い
。
静
思
幽
尋
し
て
も
思
い
を
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寄

せ

る

と

こ

ろ

が
な

い
で
あ

ろ
う

。

う

な

も

の
で

は

な

い
で
あ

ろ
う

か

。

い
わ
ゆ
る
茶
毘
の
小
屋
で
日
月
を
か
が
や
か
せ
、
聞
く
者
の
い
な
い
時
に
妙
な
る
調
べ
を
奏
で
る
よ

14
位
体
第
三

イ
無
名
日
、
有
余
無
余
者
、
蓋
是
浬
葉
之
外
称
、
応
物
之
仮
名
耳
。
而
存
称
謂
者
封
名
、
志
器
象
者
耽
形
。
名
也
極
於
題
目
、
形
也
尽
於

方
円
。
方
円
有
所
不
寓
、
題
目
有
所
不
伝
。
焉
可
以
名
於
無
名
、
而
形
於
無
形
者
哉
。

〔訓

読
〕

体

を
位
す

無
名
曰
わ
く
、
有
余
無
余
な
る
者
は
、
蓋
し
是
れ
浬
桀

の
外
称
に
し
て
、
物
に
応
ず
る
の
仮
名
な
る
の
み
。
而
し
て
称
謂
を
存
す
る
者

ふ
け

は
名

に
封
ぜ
ら
れ
、
器
象
を
志
す
者
は
形
に
耽
る
。
名
た
る
や
、
題
目
に
極
ま
り
、
形
た
る
や
、
方
円
に
尽
く
。
方
円
は
窩
さ
ざ
る
所
有

り
、
題
目
は
伝
え
ざ
る
所
有
り
。
焉
ぞ
以
て
名
無
き
も
の
に
名
づ
け
、
而
し
て
形
無
き
も
の
を
形
わ
す
可
き
者
な
ら
ん
や
。

〔和

訳
〕

自
体

の
所
在

無
名
が
い
う
、
有
余
無
余
と
い
う
の
は
、
け
だ
し
浬
葉

の
表
面
的
な
名
称
で
あ
り
、
衆
生
に
対
応
す
る
た
め
の
仮
り

の
名
に
過
ぎ
な

い
。

し
か
る
に
称
呼
を
保
持
す
る
者
は
名
に
制
限
さ
れ
、
物
象
に
執
着
す
る
者
は
形
に
耽
溺
す
る
。
名
と
い
う
も
の
は
題
目
で
あ
る
に
と
ど
ま

り
、
形
と
い
う
も

の
は
方
円
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
方
円
に
は
か
た
ど
り
え
な
い
も
の
が
あ
り
、
題
目
に
は
伝
え
え
な

い
も

の
が
あ
る
。

ど
う

し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
名
の
な
い
も
の
に
名
づ
け
、
形
の
な
い
も
の
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

ロ
難
序
云
、
有
余
無
余
者
、
信
是
権
寂
致
教
之
本
意
、
亦
是
如
来
隠
顕
之
誠
　
也
。
但
未
是
玄
寂
絶
言
之
幽
致
、
又
非
至
人
環
中
之
妙
術
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耳
。
子
独
不
聞
正
観
之
説
欺
。
維
摩
詰
言
、
我
観
如
来
無
始
無
終
、
六
入
已
過
、
三
界
已
出
、
不
在
方
、
不
離
方
。
非
有
為
、
非
無
為
。

不
可
以
識
識
、
不
可
以
智
知
。
無
言
無
説
、
心
行
処
滅
。
以
此
観
者
、
乃
名
正
観
。
以
他
観
者
、
非
見
仏
也
。
放
光
云
、
仏
如
虚
空
、
無

去
無
来
。
応
縁
而
現
、
無
有
方
所
。

〔訓

読
〕

難

に
序
し
、
有
余
無
余
と
云
う
者
は
、
信
に
是
れ
権
寂
致
教
の
本
意
に
し
て
、
亦
た
是
れ
如
来
隠
顕
の
誠
　
な
り
。
但
だ
未
だ
是
れ
玄

寂
絶
言
の
幽
致
な
ら
ず
、
又
た
至
人
環
中
の
妙
術
な
る
に
非
ず
。
子
は
独
り
正
観
の
説
を
聞
か
ざ
る
か
。
維
摩
詰
言
わ
く
、
我
は
如
来
の

無
始
無
終
な
る
を
観
る
。
六
入
は
已
に
過
ぎ
、
三
界
は
已
に
出
づ
。
方
に
在
ら
ず
、
方
を
離
れ
ず
。
有
為
に
非
ず
、
無
為
に
非
ず
。
識
を

以
て
識
る
可
か
ら
ず
、
智
を
以
て
知
る
可
か
ら
ず
。
無
言
無
説
に
し
て
心
行
処
は
滅
す
。
此
を
以
て
観
る
者
は
乃
ち
正
観
と
名
つ
く
。
他

を
以

て
観
る
者
は
仏
を
見
る
に
は
非
ず
、
と
。
放
光
に
云
わ
く
、
仏
は
虚
空
の
如
く
無
去
無
来
な
り
。
縁
に
応
じ
て
而
し
て
現
わ
れ
て
方

所
有

る
こ
と
無
し
、
と
。

〔和

訳
〕

論

難
に
の
べ
て
有
余
無
余
と

い
っ
て
い
る
も
の
は
、
ま
こ
と
に
権
教
実
教
が
教
を
立
て
る
と
き
の
本
来
の
考
え
で
あ
り
、
ま
た
如
来
が

隠
顕
し
た
真
実

の
　

の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ

い
ま
だ
玄
寂
絶
言
の
幽
致
を
い
う
の
で
は
な
く
、
ま
た
至
人
自
在
の
妙
術
を

い
う
の
で
は
な

い
。
貴
方
は
正
観

の
説
を
聞

い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

維
摩
経
に
い
う
、
私
は
如
来
が
無
始
無
終
で
あ
る
の
を
観
る
。
六
処
は
す
で
に
過
ぎ
、
三
界
は
す
で
に
出
て
い
る
。
方
所
に
と
ど
ま
ら

ず
、
方
所
を
離
れ
な
い
。
有
為

で
も
な
く
無
為
で
も
な

い
。
識
に
よ

っ
て
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
智
に
よ

っ
て
覚
知
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
。
無
言
無
説
で
あ

っ
て
心

の
は
た
ら
く
場
所
は
ほ
ろ
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
観
て
は
じ
め
て
正
観
と
名

づ
け
る
の
で
あ
る
。

ほ
か
の
仕
方
で
観
る
と
き
は
仏
を
見
な
い
、
と
。

放
光
般
若
経
に
い
う
、
仏
は
虚
空
の
よ
う

に
去
来
し
な
い
。
し
か
し
縁
に
応
じ
て
姿
を
現
わ
す
が
、
方
所
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
、
と
。
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ハ
然
則
聖
人
之
在
天
下
也
、
寂
莫
虚
無
、
無
執
無
競
。
導
而
弗
先
、
感
而
後
応
。
讐
猶
幽
谷
之
響
、
明
鏡
之
像
。
対
之
弗
知
其
所
以
来
、

随
之
岡
識
其
所
以
往
。
悦
焉
而
有
、
惚
焉
而
亡
。
動
而
逮
寂
、
隠
而
弥
彰
。
出
幽
入
冥
、
変
化
無
常
。

〔訓

読
〕

然

ら
ば
則
ち
聖
人
の
天
下
に
在
る
や
、
寂
莫
虚
無
に
し
て
執
す
る
こ
と
無
く
競
う
こ
と
無
し
。
導
き

て
而
も
先
ん
ぜ
ず
、
感
じ
て
而
し

て
後

に
応
ず
。
讐
え
ば
猶
お
幽
谷
の
響
、
明
鏡

の
像

の
ご
と
し
。
之
に
対
す
る
も
の
は
其

の
来
る
所
以
を
知
ら
ず
、
之

に
随
う
も
の
は
其

な

し
ず

の
往
く
所
以
を
識
る
岡
し
。
悦
焉
と
し
て
而
し
て
有
り
、
惚
焉
と
し
て
而
し
て
亡
し
。
動
き

て
而
も
途

い
よ
寂
か
に
、
隠
れ
て
而
も
弥
い

よ
彰
ら
か
な
り
。
幽
よ
り
出
で
て
冥
に
入
り
、
変
化
す
る
こ
と
常
無
し
。

〔和

訳
〕

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
聖
人
が
天
下
に
在
る
と
き
は
、
寂
莫
と
し
て
虚
無

で
あ
り
、
執
す
る
こ
と
も
競
う
こ
と
も
な

い
。
先
頭
に
立
ち
な

が
ら
先
ん
じ
る
こ
と
も
な
く
、
求
め
ら
れ
て
後
に
応
じ
る
。
た
と
え
ば
幽
谷

の
こ
だ
ま
や
明
鏡
の
映
像
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
面
す
る
も
の
は
そ
の
出
て
来
た
ゆ
え
ん
を
知
ら
な
い
し
、
そ
れ
に
追
随
す
る
も
の
は
そ
の
往

っ
て
返
ら
ぬ
ゆ
え
ん
を
し
ら
な
い
。
お
ぼ

ろ
げ

の
う
ち
に
存
在
し
、
と
ら
え
に
く
い
ま
ま
に
消
え

て
し
ま
う
。
動
き
な
が
ら
ま
す
ま
す
静
か
で
あ
り
、
隠
れ
な
が
ら
ま
す
ま
す
明
ら

か
で
あ
る
。
幽
冥
の
う
ち
に
出
入
し
、
変
化
し
て
や
ま
な
い
。

二
其
為
称
也
、
因
応
而
作
。
顕
　
為
生
、
息
　
為
滅
。
生
名
有
余
、
滅
名
無
余
。
然
則
有
無
之
称
、
本
乎
無
名
。
無
名
之
道
、
於
何
不
名
。

是
以
至
人
居
方
而
方
、
止
円
而
円
。
在
天
而
天
、
処
人
而
人
。
原
夫
能
天
能
人
者
、
山豆
天
人
之
所
能
哉
。
果
以
非
天
非
人
、
故
能
天
能
人

耳
。
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〔訓

読
〕た

お
こ

其

の
称
為
る
や
、
因
り
応
じ
て
而
し
て
作
る
。
　
を
顕
わ
す
を
ば
生
と
為
し
、
　
を
息
む
る
を
ば
滅
と
為
す
。
生
を
ば
有
余
と
名
づ
け
、

滅
を
ば
無
余
と
名
つ
く
。
然
ら
ば
則
ち
有
無

の
称
は
無
名
に
本
つ
く
。
無
名
の
道
は
、
何
に
於
い
て
か
名
づ
け
ざ
ら
ん
。
是
を
以
て
至
人

は
、
方
に
居
り
て
而
し
て
方
、
円
に
止
ま
り
て
而
し
て
円
、
天
に
在
り
て
而
し
て
天
、
人
に
処
り
て
而
し
て
人
な
る
な
り
。
夫
の
能
く
天

に
し
て
能
く
人
な
る
者
を
原
ぬ
る
に
、
山豆
に
天
と
人
と
能
く
す
る
所
な
ら
ん
や
。
果
し
て
天
に
非
ず
人
に
非
ざ
る
を
以

て
、
故
に
能
く
天

に
し
て
能
く
人
な
る
の
み
。

〔和

訳
〕

そ
の
名
称
と
い
う
も
の
は
、
縁
に
因
り
応
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
の
で
あ
る
。
足
跡
を
現
わ
す
の
を
生
と
い
い
、
足
跡
を
消
す
の

を
滅
と

い
う
。
生
を
有
余
と
名
づ
け
、
滅
を
無
余
と
名
づ
け
る
。
し
て
み
る
と
有
無
の
称
は
無
名
に
本
つ
く
の
で
あ
る
。
無
名
の
道
で
あ

る
か
ら
何
に
名
づ
け
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

こ
う

い
う
次
第
で
あ
る
か
ら
、
至
人
は
方
形
に
あ

っ
て
は
方
形
で
あ
り
、
円
形
に
あ

っ
て
は
円
形
で
あ
る
。
天
上
に
あ

っ
て
は
諸
天
で

あ
り
、
人
間
に
あ

っ
て
は
人
間
で
あ
る
。
そ
の
能
く
諸
天
と
な
り
人
間
と
な
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
求
め
て
み
る
と
、
ど
う
し
て
諸
天

や
人
間
が
な
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
た
し
て
諸
天
で
も
人
間
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
、
故
に
能
く
諸
天
と
も
人
間
と
も

な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ホ
其
為
治
也
、
故
応
而
不
為
、
因
而
不
施
。
因
而
不
施
、
故
施
莫
之
広
。
応
而
不
為
、
故
為
莫
之
大
。
為
莫
之
大
、
故

乃
返
於
小
成
、
施

莫
之
広
、
故
乃
帰
乎
無
名
。

〔訓

読
〕

も
と

其

の
治
為
る
や
、
故
よ
り
応
じ
て
而
も
為
さ
ず
、
因
り
て
而
も
施
さ
ず
。
因
り
て
而
も
施
さ
ず
、
故
に
施
す
こ
と
之

よ
り
広
き
は
莫
し
。
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応
じ

て
而
も
為
さ
ず
、
故
に
為
す
こ
と
之
よ
り
大
な
る
は
莫
し
。
為
す
こ
と
之
よ
り
大
な
る
は
莫
し
、
故

に
乃
ち
小
成

に
返
る
。
施
こ
す

こ
と
之
よ
り
広
き
は
莫
し
、
故
に
乃
ち
無
名
に
帰
る
。

〔和

訳
〕

そ

の
作
用
と
い
う
も
の
は
、
も
と
よ
り
縁
に
応
じ
て
し
か
も
為
さ
ず
、
縁
に
因
り
な
が
ら
し
か
も
施
さ
な
い
。
縁
に
因
り
な
が
ら
し
か

も
施
さ
な
い
、
故
に
施
す
こ
と
こ
れ
よ
り
広
大
な
も
の
は
な
い
。
縁
に
応
じ
て
し
か
も
為
さ
な
い
、
故
に
為
す
こ
と
こ
れ
よ
り
広
大
な
も

の
は
な
い
。
為
す
こ
と
こ
れ
よ
り
広
大
な
も
の
は
な
い
、
さ
れ
ば
こ
そ
小
成
に
返
る
。
施
す
こ
と
こ
れ
よ
り
広
大
な
も

の
は
な
い
、
さ
れ

ば
こ
そ
無
名
に
帰
る
の
で
あ
る
。

○
小
成

無
為
の
意
だ
と
い
わ
れ
る
。
『肇
論
研
究
』

一
〇
四
頁
注
一
九
三
。

○
帰
乎
無
名

無
名
之
道
、
於
何
不
名

(
14
二
段
)。

へ
経
日
、
菩
提
之
道
、
不
可
図
度
。
高
而
無
上
、
広
不
可
極
。
淵
而
無
下
、
深
不
可
測
。
大
包
天
地
、
細
入
無
間
。
故

謂
之
道
。
然
則
浬

葉
之
道
、
不
可
以
有
無
得
之
、
明
　
。
而
惑
者
観
神
変
、
因
謂
之
有
、
見
滅
度
、
便
謂
之
無
。
有
無
之
境
、
妄
想
之
域

、
量
足
以
標
榜
玄

道
而
語
聖
心
者
乎
。

〔訓

読
〕

ふ
か

経

に
曰
わ
く
、
菩
提
の
道
は
図
度
す
可
か
ら
ず
。
高
く
し
て
而
も
上
無
く
、
広
く
し
て
極
む
可
か
ら
ず
。
淵
く
し
て
而
も
下
無
く
、
深

く
し
て
測
る
可
か
ら
ず
。
大
に
し
て
は
天
地
を
包
み
、
細
に
し
て
は
無
間
に
入
る
。
故
に
之
を
道
と
謂
う
、
と
。
然
ら
ば
則
ち
浬
葉

の
道

は
有
無
を
以
て
之
を
得
可
か
ら
ざ
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。
而
も
惑
う
者
は
神
変
を
親
て
、
因
り
て
之
を
有
な
り
と
謂
い
、
滅
度
を
見
て
、

便
ち
之
を
無
な
り
と
謂
う
。
有
無

の
境
は
妄
想
の
域
な
り
。
山豆
に
以
て
玄
道
を
標
榜
し
、
而
し
て
聖
心
を
語
る
に
足
る
者
な
ら
ん
や
。

〔和

訳
〕

経
典
に
い
う
、
菩
提
の
道
は
計
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
高
さ
は
そ
の
上
に
出
る
も
の
は
な
く
、
極
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
広
さ
で
あ
る
。



深
さ
は
そ
の
下
に
在
る
も
の
は
な
く
、
測
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
さ
で
あ
る
。
そ
の
巨
大
さ
は
天
地
を
包
む
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の
微
細
さ

は
無

間
に
入
る
ほ
ど
で
あ
る
。
だ
か
ら
道
と

い
う
の
で
あ
る
、
と
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
浬
桑
の
道
は
有
無
に
よ

っ
て
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
惑
う
人
々
は
、
神
変

を
見

て
有
で
あ
る
と
思

い
、
滅
度
を
見
て
無
で
あ
る
と
思
う
。
有
無

の
境
域
は
妄
想
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
そ
れ
に
よ

っ
て
玄

道
を
標
榜
し
、
ま
た
聖
心
を
云
々
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

○
無
間

す
き
間
の
な
い
と
こ
ろ
。

○
玄
道

菩
提
浬
葉
。
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ト
意
謂
至
人
寂
伯
無
兆
、
隠
顕
同
源
。
存
不
為
有
、
亡
不
為
無
。
何
則
、
仏
言
、
吾
無
生
不
生
、
難
生
不
生
。
無
形
不
形
、
錐
形
不
形
。

以
知
存
不
為
有
。
経
云
、
菩
薩
入
無
尽
三
昧
、
尽
見
過
去
滅
度
諸
仏
。
又
云
、
入
於
浬
桀
而
不
般
浬
葉
。
以
知
亡
不
為
無
。
亡
不
為
無
、

錐
無
而
有
。
存
不
為
有
、
錐
有
而
無
。
錐
有
而
無
、
故
所
謂
非
有
。
錐
無
而
有
、
故
所
謂
非
無
。
然
則
浬
桑
之
道
、
果
出
有
無
之
域
、
絶

言
象
之
径
、
断
ム矢
。

〔訓

読
〕

意

に
謂
え
ら
く
、
至
人
は
寂
伯
無
兆
に
し
て
、
隠
顕
同
源
な
り
。
存
し
て
有
と
為
ら
ず
、
亡
じ
て
無
と
為
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
則
ち
、

あ
ら

仏
言
わ
く
、
吾
に
は
生
と
不
生
と
無
く
、
生
ず
る
と
錐
も
生
ぜ
ず
。
形
と
不
形
と
無
く
、
形
わ
る
る
と
難
も
形
わ
れ
ず
、
と
。
以
て
知
る
、

存
し

て
有
と
為
ら
ざ
る
こ
と
を
。
経
に
云
わ
く
、
菩
薩
は
無
尽
三
昧
に
入

っ
て
、
尽
く
過
去
に
滅
度
せ
る
諸
仏
を
見

る
、
と
。
又
た
云
わ

く
、
浬
樂
に
入
り
て
而
も
般
浬
葉
せ
ず
、
と
。
以
て
知
る
、
亡
じ
て
無
と
為
ら
ざ
る
こ
と
を
。
亡
じ
て
無
と
為
ら
ざ
れ
ば
、
無
な
り
と
錐

も
而
も
有
な
り
。
存
し
て
有
と
為
ら
ざ
れ
ば
、
有
な
り
と
難
も
而
も
無
な
り
。
有
な
り
と
錐
も
而
も
無
な
り
、
故
に
所
謂
る
非
有
な
り
。

無
な
り
と
錐
も
而
も
有
な
り
、
故
に
所
謂
る
非
無
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
浬
葉
の
道
は
、
果
た
し
て
有
無
の
域
を
出
で
て
、
言
象
の
径
を
絶

さ
だ

つ
こ

と
断

ま

れ
り

。
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〔和

訳
〕

思
う
に
至
人
は
寂
滅
無
為
で
き
ざ
し
が
な
く
、
隠
顕
同
時
で
あ
る
。
存
し
て
も
有
と
は
な
ら
な
い
し
、
亡
じ
て
も
無
と
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
仏
は
い
う
、
私
に
は
生
と
不
生
と
は
な
い
か
ら
、
生
じ
て
も
生
じ
な

い
。
形
と
不
形
と
は
な
い
か
ら
、
形
わ
れ
て
も
形
れ

な

い
、
と
。
こ
れ
に
よ

っ
て
知
る
、
存
し
て
も
有
と
は
な
ら
な
い
と
。
ま
た
経
典
に
い
う
、
菩
薩
は
無
尽
三
昧
に
入

っ
て
、
過
去
に
滅
度

し
た
諸
仏
を
こ
と
ご
と
く
見
る
、
と
。
ま
た
い
う
、
浬
葉
に
入

っ
て
し
か
も
般
浬
葉
し
な
い
、
と
。
こ
れ
に
よ

っ
て
知
る
、
亡
じ
て
も
無

と
な
ら
な
い
と
。

亡
じ
て
も
無
と
は
な
ら
な
い
か
ら
、
無
で
あ
る
け
れ
ど
も
有
で
あ
る
。
存
し
て
も
有
と
は
な
ら
な
い
か
ら
、
有
で
あ
る
け
れ
ど
も
無
で

あ
る
。
有
で
あ
る
け
れ
ど
も
無
で
あ
る
、
故
に
い
わ
ゆ
る
非
有
で
あ
る
。
無
で
あ
る
け
れ
ど
も
有
で
あ
る
、
故
に
い
わ
ゆ
る
非
無
で
あ
る
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
浬
葉
の
道
が
有
無
の
域
を
出
て
お
り
、
言
語
表
現
の
路
を
絶

っ
て
い
る
こ
と
は
は

っ
き
り
し
て
い
る
。

○
錐
有
而
無
、
故
所
謂
非
有
。
難
無
而
有
、
故
所
謂
非
無

不
真
空
論
第
二
9
段
参
照
。

チ
子
乃
云
、
聖
人
患
於
有
身
、
故
滅
身
以
帰
無
。
労
勤
莫
先
於
有
智
、
故
絶
智
以
倫
虚
。
無
乃
乖
乎
神
極
、
傷
於
玄
旨
者
也
。
経
日
、
法

身
無
象
、
応
物
而
形
。
般
若
無
知
、
対
縁
而
照
。
万
機
頓
赴
而
不
擁
其
神
。
千
難
殊
対
而
不
干
其
慮
。
動
若
行
雲
、
止
猶
谷
神
。
山豆
有
心

於
彼
此
、
情
繋
於
動
静
者
乎
。

〔訓

読
〕

子
は
乃
ち
云
わ
く
、
聖
人
は
身
有
る
に
患
う
、
故
に
身
を
滅
し
て
以
て
無
に
帰
る
。
労
勤
は
智
有
る
に
先
ん
ず
る
莫
し
、
故
に
智
を
絶

ち

て
以
て
虚
に
倫
む
、
と
。
乃
ち
神
極
に
乖
き
、
玄
旨
を
傷
な
う
者
な
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
。
経
に
曰
わ
く
、
法
身

は
無
象
に
し
て
、
物

た
わ

に
応
じ
て
而
し
て
形
わ
る
。
般
若
は
無
知
に
し
て
、
縁
に
対
し
て
而
し
て
照
ら
す
、
と
。
万
機
に
頓
に
赴
き
て
而
も
其
の
神
を
擁
め
ず
。

お

か

りぐ
　
と

千
難
に
殊
な
り
対
し
て
而
も
其
の
慮
を
干
さ
ず
。
動
く
こ
と
行
雲

の
若
く
、
止
ま
る
こ
と
猶
お
谷
神
の
ご
と
し
。
山豆
に
彼
此
に
心
有
り
て
、



情

の
動
静
に
繋
が
る
る
者
な
ら
ん
や
。

〔和

訳
〕

そ
れ
な
の
に
貴
方
は
い
う
、
聖
人
は
身

の
有
る
こ
と
に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
る
、
だ
か
ら
身
を
滅
し
て
無
に
帰
る
。
苦
労
は
智
の
有
る
こ
と

に
過
ぎ
る
も
の
は
な
い
、
だ
か
ら
智
を
絶

っ
て
虚
に
没
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
こ
そ
精
神

の
極
意
に
そ
む
き
、
玄
妙
の
奥
旨
を
そ
こ

な
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

経
典
に
い
う
、
法
身
は
無
相
で
あ

っ
て
、
物
に
応
じ
て
形
を
あ
ら
わ
す
。
般
若
は
無
知
で
あ

っ
て
、
縁
に
対
し
て
照
鑑
す
る
、
と
。
万

機

に
と
み
に
お
も
む
い
て
そ
の
精
神
を

つ
か
れ
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
千
難
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
そ
の
思
慮
を
そ
こ
な
う
こ
と
は
な
い
。

動
く
と
き
は
行
雲
の
よ
う

で
あ
り
、
止
ま
る
と
き
は
谷
神
の
よ
う
で
あ
る
。
ど
う
し
て
彼
此
に
こ
こ
ろ
と
ら
わ
れ
、
動
静
に
こ
こ
ろ
つ
な

が
れ

る
で
あ
ろ
う
か
。
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リ
既
無
心
於
動
静
、
亦
無
象
於
去
来
。
去
来
不
以
象
、
故
無
器
而
不
形
。
動
静
不
以
心
、
故
無
感
而
不
応
。
然
則
心
生
於
有
心
、
象
出
於

有
象
。
象
非
我
出
、
故
金
石
流
而
不
焦
。
心
非
我
生
、
故
日
用
而
不
勤
。
転
転
自
彼
、
於
我
何
為
。

〔訓

読
〕

既

に
動
静
に
無
心
な
れ
ば
、
亦
た
去
来
に
無
象
な
り
。
去
来
す
る
に
象
を
以
て
せ
ず
、
故
に
器
と
し
て
而
も
形
わ

れ
ざ
る
無
し
。
動
静

す

る
に
心
を
以
て
せ
ず
、
故
に
感
じ
て
而
も
応
ぜ
ざ
る
無
し
。
然
ら
ば
則
ち
心
は
有
心
よ
り
生
じ
、
象
は
有
象
よ
り
出
づ
。
象
は
我
よ
り

こ

し

て
出
ず
る
に
は
非
ず
、
故
に
金
石
流
れ
て
而
も
焦
げ
ず
。
心
は
我
よ
り
し
て
生
ず
る
に
は
非
ず
、
故
に
日
用
し
て
而
も
勤
れ
ず
。
紙
転

す

る
は
彼
よ
り
す
、
我
に
於

い
て
何
を
か
為
さ
ん
。

〔和

訳
〕

す

で
に
動
静
に
無
心
な
の
で
あ
る
か
ら
、
去
来
に
お
い
て
も
無
相
で
あ
る
。
去
来
す
る
の
に
有
相
に
よ
ら
な

い
、
故
に
物
と
な
る
も
の
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に
現
わ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
動
静
す
る
の
に
有
心
に
よ
ら
な
い
、
故
に
求
め
ら
れ
て
応
じ
な
い
こ
と
は
な
い
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
心
は
有
心
か
ら
生
じ
、
相
は
有
相
か
ら
出
る
の
で
あ
る
。
相
は
こ
ち
ら
か
ら
出
た
の
で
は
な

い
、
だ
か
ら
金
石
を

も
溶
か
す
熱
に
も
焦
げ
な
い
の
で
あ
る
。
心
は
こ
ち
ら
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な

い
、
だ
か
ら
毎
日

つ
か

っ
て
も
疲
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ご

た
ご
た
す
る
の
は
向
う
か
ら
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
に
と

っ
て
は
何
で
も
な

い
。

ヌ
所
以
智
周
万
物
而
不
労
、
形
充
八
極
而
無
患
。
益
不
可
盈
、
損
不
可
塵
。
寧
復
痢
癖
中
蓬
、
寿
極
双
樹
、
霊
蜴
天
棺
、
体
尽
焚
僚
者
哉
。

〔訓

読
〕

ゆ

え

つ
か

所
以
に
智
は
万
物
に
周
く
し
て
而
も
労
れ
ず
、
形
は
八
極
に
充
ち
て
而
も
患

い
無
し
。
益
し
て
盈
た
す
可
か
ら
ず
、
損
ら
し
て
庸
く
可

か
ら
ず
。
寧
ん
ぞ
復
た
中
蓮
に
痢
痛
し
、
寿
は
双
樹
に
極
ま
り
、
霊
は
天
棺
に
端
き
、
体
は
焚
瞭
に
尽
く
る
者
な
ら
ん
や
。

〔和

訳
〕

し
た
が

っ
て
智
は
万
物
に
周
遍
し
な
が
ら
疲
れ
る
こ
と
が
な
く
、
身
は
八
方
に
遍
満
し
な
が
ら
憂
う
る
こ
と
が
な

い
。
加
え

て
も
満
た

す

こ
と
が
で
き
ず
、
減
ら
し
て
も
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
う
し
て
道
中
に
病
み
、
寿
命
は
双
樹
の
間
に

つ
き
、
霊
性
は
天
人

の
棺
に
つ
き
、
身
体
は
茶
毘
に
つ
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

ル
而
惑
者
居
見
聞
之
境
、
尋
殊
応
之
　
。
乗
執
規
矩
而
擬
大
方
。
欲
以
智
労
至
人
、
形
患
大
聖
。
謂
捨
有
入
無
、
因
以
名
之
。
豊
謂
採
微

言
於
聴
表
、
抜
玄
根
於
虚
壌
者
哉
。

〔訓

読
〕

は

而
も
惑
う
者
は
見
聞
の
境
に
居
て
、
殊
応
の
　
を
尋
ね
ん
と
し
、
規
矩
を
乗
執
し
て
而
も
大
方
を
擬
か
ら
ん
と
す
。
以
て
智
も
て
至
人

を
労
れ
し
め
、
形
も
て
大
聖
を
患
え
し
め
ん
と
欲
し
、
有
を
捨
て
て
無
に
入
る
と
謂

い
て
、
因
り
て
以
て
之
に
名
づ
け
ん
と
す
。
山豆
に
微



言
を
聴
表
に
採
り
、
玄
根
を
虚
壌
に
抜
く
者
な
り
と
謂
わ
ん
や
。

〔和

訳
〕

し
か
る
に
惑
う
者
は
、
分
別
の
世
界
に
居
な
が
ら
、
感
応
の
跡
を
た
ず
ね
よ
う
と
し
、
物
差
し
を
手
に
し
て
無
限
を
計
ろ
う
と
す
る
。

そ
こ
で
智
に
よ

っ
て
至
人
は
疲
れ
、
身
に
よ
っ
て
大
聖
は
わ
ず
ら
う
も
の
と
し
よ
う
と
し
、
有
を
捨
て
て
無
に
入
る
と
思

い
込
ん
で
、
浬

葉
に
名
を
つ
け
よ
う
と
す
る
。
ど
う
し
て
微
言
を
分
別
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
え
ら
び
取
り
、
玄
道

の
根
を
虚
無
の
地
に
抜
き
あ
げ
る
も
の

と
い
お
う
か
。

浬桑の考 察(1)259


