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主
題
と
す
る
眞
如

(富
昏
曽鼠
)
に
つ
い
て
、
起
信
論
は
次
の
よ
う
に
い
う

(引
用
は

『訳
注
大
乗
起
信
論
』
か
ら
す

る
)
、

い
っ
ぽ

つ
か
い

だ
い
そ
う
そ
う

ほ
う
も
ん

し
ん
し
ょ
う

心
眞
如
な
る
者
は
即
ち
是
れ

一
法
界
な
り
、
大
総
相
な
り
、
法
門

の
体
な
り
。
謂
う
所
は
、
心
性
は
不
生
不
滅

に
し
て
、

一
切
の

も
う
ね
ん

し
ゃ
べ
つ

し
ん
ね
ん

き
ょ
う
が
い

緒
法
は
唯
だ
妄
念
に
依
り
て
差
別
有
る
の
み
。
若
し
心
念
を
離
す
れ
ば
則
ち

一
切

の
境
界
の
相
無
し
。
是
の
故
に

一
切
の
法
は
、
本

ひ

っ
き
ょ
う

よ
り
已
来
、
言
説

の
相
を
離
れ
、
名
字
の
相
を
離
れ
、
心
縁
の
相
を
離
れ
て
、
畢
寛
平
等
に
し
て
変
異
有
る
こ
と
無
く
、
破
壊
す
可

か
ら
ず
、
唯
だ
是
れ

一
心
な
る
の
み
、
故
に
眞
如
と
名
つ
く
。
(11
段
)

ご
ん
せ
つ

け

み
ょ
う

一
切
の
言
説
は
仮
名
に
し
て
実
無
く
、
但
だ
妄
念
に
随
う
の
み
に
し
て
不
可
得
な
る
を
以
て
の
故
に
、
眞
如
と
言
う
も
亦
た
相
有

き
わ

こと
こと

る
こ
と
無
し
、
謂
く
、
言
説
の
極
み
、
言
に
因
り
て
言
を
遣
る
な
り
。
此
の
眞
如
の
体
は
遣
る
可
き
有
る
こ
と
無
し
、

一
切
法
は
悉

ま
さ

く
皆
な
眞
な
る
を
以
て
の
故
に
。
亦
た
立

つ
可
き
無
し
、

一
切
法
は
皆
な
同
じ
く
如
な
る
を
以
て
の
故
に
。
当
に
知
る
べ
し
、

一
切

法
は
説
く
可
か
ら
ず
、
念
ず
可
か
ら
ず
、
故
に
名
づ
け
て
眞
如
と
為
す
、
と
。
(12
段
)

内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
修
辞
上
の
問
題
点
に
触
れ
て
お
こ
う
。
イ
ン
ド
撰
述
か
中
国
撰
述
か
の
議
論
に
も
か
か
わ

っ
て
く
る
の
で
あ
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る
。
論
点
は
、
眞
如
と

い
う
言
葉
を
、
「眞
」
と

い
う
語
と

「如
」
と
い
う
語
と
に
分
け
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
在
る
。

し
ん
だ
い

…
眞
諦
も
β
昏
讐
帥
を
眞
如
と
訳
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
、
眞
と
如
と
を
分
け
て
解
す
る
如
き
は
少
な
く
と
も
そ
の

語
に
関
す
る
限
り
は
、
そ
こ
の
原
典
が
印
度
的
な
o昌
9q
ヨ
で
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

げ
ん
じ
ょ
う

べ
ん
ち
ゅ
う
べ
ん
う
ん

玄
奨
も
弁
中
辺
論
に
お
い
て
富
夢
9・け91を
眞
如
と
訳
し
て
い
る
。
こ
の

「眞
如
」
の
語
が
玄
癸
に
お
け
る
富
9
讐
91
の
語

の

一
の
訳

語
例
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら

「眞
如
」
の
語
を
眞
と
如
と
に
分
か
っ
て
解
釈
す
る
仕
方

の
ご
と
き
は
、
印
度
的
原
典
か
ら
の
訳
で
は

じ
ょ
う
ゆ
い
し
き
う
ん

な
く
し
て
、
支
那
註
釈
家
的
な
方
軌
が
加
味
せ
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
も

っ
と
も
成
唯
識
論
の
フ
ラ
ン
ス
訳

に
お
い
て
ド
ゥ

・

ラ

・
ヴ
ァ
レ
ー

・
プ
ー
サ
ン
教
授
は
眞
如

の
語
に
対
し
て

[σ
げ
口
富
]
歯
昌
口感
の
還
元
梵
語
を
与
え
、
眞
と
如
と

の
二
字
に
分
け
て

解
釈
せ
ら
れ
た
も
の
へ
原
語
的
形
態
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
プ
ー
サ
ン
教
授
は
、
成
唯
識
論
の
フ
ラ
ン
ス
訳
に
お
い
て
は
、

か
っ

こ

弁
中
辺
論

の
梵
本
を
参
照
し
て
お
ら
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た

[σ
菖
邑

壼
什冨
感
と

い
っ
て
喜
口
富
の
語
に
括
弧
を
施
し
て
い
る
点

か
ら
見
る
と
、
プ
ー
サ
ン
教
授
も
、
σ
げ
口
β
と
富
昏
p
感
と
を
眞
と
如
と
に
配
当
す
る
こ
と
に
必
ず
し
も
確
信
を
示
し
た
も
の
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
(山
ロ
益

『空
の
世
界
』
二
九
頁
)

せ
　
　り
り
　
　

山

ロ
氏
の
文
章
は
、
時
と
し
て
梵
語

の
文
法
を
知
ら
な
い
と
読
め
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
難
解
な
の
で
あ
る
が
、
要
す
る

に
、
普
通
に
眞
如
の
原
語
だ
と
さ
れ
る

含
讐
魯
感
〉
は
二
つ
の
要
素

に
分
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
だ
か
ら
イ
ン
ド
撰
述
で
あ
る
か

ど
う

か
疑
わ
し
い
と

い
う

の
で
あ
る
。

ら

じ
ゅ
う

引
用

の
終
り

の
と
こ
ろ
に
出

て
来
た

〈び
げ
9
け9占
鋤
けげ
曽
け91〉
と
い
う
語
は
、
金
剛
般
若
経
に
用
例
が
あ
り
、
羅
什
三
蔵

は
そ
の
箇
所
を
、

如
来
な
る
者
は
即
ち
諸
法

の
如

の
義
な
り
。

(
-
)

(2
)

と
訳

し
て
い
る
。
つ
ま
り

「諸
法
の
如
」
が
そ
れ
に
当
る
。
と
こ
ろ
が
後
の
眞
諦
三
蔵
は

「眞
如
」
と
訳
し
、玄
漢
三
蔵

は

「眞
実
眞
如
」

　
　
　

と
訳

し
て
い
る
。
周
知

の
と
お
り
、
起
信
論
の
翻
訳
者
は
眞
諦
だ
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

面
白

い
こ
と
に
、
玄
癸
も
ま
た
起
信
論
と
同
じ
説
明
の
仕
方
を
す
る
の
で
あ
る
。
(成
唯
識
論
九
1

3
頁
)
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へ
ん
え
き

に
ょ
じ
ょ
う

あ
ら

こ

も
つつ

眞
と
は
眞
実
な
る
こ
と
を
謂

い
、
虚
妄
に
非
ざ
る
こ
と
を
顕
わ
す
。
如
と
は
如
常
な
る
こ
と
を
謂

い
、
変
易
無
き
こ
と
を
表
わ
す
。

え
ん
じ
ょ
う
じ
つ
し
ょ
う

謂
わ
く
、
此
れ

(円
成
実
性
)
は
眞
実
に
し
て
、

一
切
の
位
に
於
い
て
常
に
其
の
性
の
如
し
、
故
に
眞
如
と
日
う

。

「
円
成
実
性
」
と
は
唯
識
説
の
用
語
で
、
起
信
論

で
い
・?
心
性

つ
ま
り
心
眞
如
を
指
す
。
こ
れ
は
眞
実
不
変

で
あ
る
か
ら
眞
如
と
い
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
よ
い
。
し
か
し

「唯
だ
妄
念
に
依
り
て
差
別
有
る
の
み
」
の

一
切
法
が
、
な
ぜ
眞
如
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

「説
く
可
か
ら
ず
、
念
ず
可
か
ら
ず
」
と

一
応
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
う

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

ず
い
え
ん

ち
な

み
に
、
眞
如
が
随
縁
し
て
諸
法
と
成
る
の
だ
か
ら
、
諸
法
に
は
別
の
体
は
な

い
、
だ
か
ら
眞
如
と
い
う

の
だ
と

い
う
説
明
は
、
の

ち
の
中
国
的
に
変
容
し
た
仏
教

の
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
、
起
信
論
が
本
来

い
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
と
は
か
か
わ
り
が
な

い
。
だ

い

い
ち

こ
の
解
釈
で
は
、
「
不
可
説
、
不
可
念
」
の
意
味
が
解
ら
な
く
な
る
。
現
に
、
法
蔵

の
記
信
論
義
記
で
は

一
言
も
触
れ
ら
れ
て
い
な

確
・「不

可
説
、
不
可
念
」
と
は
、
「言
説
の
相
を
離
れ
云
云
」
と

い
う
の
を
言

い
換
え
た
も

の
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
言
語
道
断
心
行
処
滅

(言
葉

の
通
路
は
断
絶
し
、
心
の
は
た
ら
く
場
所
は
消
滅
し
て
い
る
)
に
ほ
か
な
ら
ず
、

一
切
法
は
不
可
得
-

認
識

の
対
象
と
し
て
措

定
で
き

な
い
ー

つ
ま
り
空
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
切
法
は
空
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
眞
如
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ

る
。

弁
中

辺
論
に
も
眞
如
は
空
の
同
意
語
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(大
31
ー
四
六
五

c
)

所
知

の
空
性

の
異
門
は
云
何
ん
。
頒
に
曰
わ
く
、

空

の
異
門
を
略
記
す
れ
ば
、
謂
わ
く
眞
如
と
実
際
と
、
無
相
と
勝
義
性
と
、
法
界
等
な
る
こ
と
応
に
知
る
べ
し
。

こ

こ

論
じ
て
曰
わ
く
、
即
ち
此
中
に
説
く
と
こ
ろ
の
所
知

の
空
性
は
、
無
変
な
る
義
に
由
り
て
説
き
て
眞
如
と
為
す

。
眞
性
は
常
に
如

に
し
て
転
易
す
る
こ
と
無
き
が
故
に
。

空
性
も
ま
た
心
性
と
同
じ
理
由
で
眞
如
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
を
知
る
た
め
に
、
ま
ず
大
乗
仏
教
の
基
本
的
立
場
で
あ
る

し
ん
し
ょ
う
ほ
ん
じ
ょ
う

き
ゃ
く
じ
ん
ぼ
ん
の
う

心
性

本
浄
説

の
検
討
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら
な

い
。
「心
性
本
浄
、
客
塵
煩
悩
」
(成
唯
識
論
二
ー
19
頁
)
と

い
う

の
が

そ
の
教
義
を
表
明
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す
る
言
葉

で
あ
る
。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
心
の
本
性
は
本
来
的
に
清
浄
な
の
で
あ
る
が
、
常
に
客
塵
煩
悩
に
よ

っ
て
汚
さ
れ
て
い
る
、

と

い
う

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
心
は
二
重
構
造
を
持

つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
二
重
構
造
と
は
い
っ
て
も
、
左
心
室
右
心
室
の

　　
　

た

い

ま

よ
う

に
分
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
水
と
乳
と
の
よ
う
に
ま
じ
り
合

っ
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
臨
済
録
に

「祇
だ
如
今

一

が

お
う

箇

の
仏
魔
有
り
、
同
体
に
し
て
分
か
た
ざ
る
こ
と
、
水
乳
の
合
す
る
が
如
き
も
、
鵡
王
は
乳
を
喫
す
」
(文
庫
本
52
頁
)
と

い
う
あ
れ
で

あ
る
。
ち
な
み
に
鵡
は
、
中
国
で
は
白
鳥
を
指
す
と
い
う
。

そ
も
そ
も
水
は
、
濁
り
が
去
る
と
澄
む
が
、
そ
の
澄
み
は
外
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
く
て
、
水
が
本
来
的
に
持

っ
て
い
る
清
浄
性
が
現

わ
れ
た
も

の
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
煩
悩
が
払
拭
さ
れ
た
あ
と
の
心
の
澄
み
も
同
じ
道
理
で
、
心
性
に
本
来
そ
な
わ
る
清
浄
性
が
現
わ
れ

る
の
だ
と

い
う
こ
と
か
ら
、
水
は
心
性
に
讐
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
乳
は
無
明
煩
悩

の
作
用
で
あ
る
心
識
に
讐
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
心
は
、
心
識
と
心
性
と

の
複
合
体
だ
と
見
な
さ
れ
る
の

で
あ

る
。

弁
中
辺
論
は
、
心
の
観
察
を
次

の
よ
う
に
始
め
る
。
(大
31
1
四
六
四

a
)

す

こ

こ

か

虚
妄
な
る
分
別
有
り
、
此
こ
に
於

い
て
二
は
都

べ
て
無
し
、
此
中
に
は
唯
だ
空
の
み
有
り
、
彼
し
こ
に
於

い
て
亦

た
此
れ
有
り
。

世
親
の
簡
潔
な
偶
頒
を
玄
奨
が
正
確
に
訳
し
た
も

の
で
あ
る
。
以
下
釈
義
が
な
さ
れ
る
。

「虚
妄
な
る
分
別
」
と
は
、
所
取

(客
)
と
能
取

(主
)
と
の
相

い
待

つ
関
係
に
お

い
て
成
り
立

つ
分
別

の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

主
客

の
相
関
関
係
に
お

い
て
営
ま
れ
る
日
常
的
な
心
識

の
活
動
が
、ま
ず
取
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
常
識
の
世
界
は
、

唯
識
観

に
も
と
つ
い
て
、
す
ぐ
に
覆
さ
れ
る
。

「此

こ
に
於

い
て
二
は
都
べ
て
無
し
」
、
「
此
こ
」
と
は
虚
妄
分
別
、
「
二
」
と
は
所
取
能
取

の
二
で
あ
る
。
心
識
の
活
動
が
起
こ
る
と
、

識
は
、

一
方
で
は
所
取
の
境
と
な

っ
て
現
わ
れ
、

一
方
で
は
そ
れ
を
認
識
す
る
能
取

の
識
と
な
る
。
し
か
る
に
境
は
い
わ
ゆ
る
唯
識
所
変

で
あ

っ
て
、
幻

の
よ
う
に
実
在
し
な
い
と
理
解
す
る
の
が
、
唯
識
観
の
第

一
歩
で
あ
る
。
次

い
で
こ
の
理
解
に
も
と
つ

い
て
、
所
取
の
境
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を
待

っ
て
は
じ
め
て
成
り
立

つ
能
取
の
識
も
実
在
し
な
い
、
1

な
ぜ
な
ら
成
立

の
根
拠
を
奪
わ
れ
る
か
ら
ー

と
理
解
す
る
の
が
仕
上

げ
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
は
次

の
よ
う
に
表
明
さ
れ
る
。

此
の
境
は
実
に
非
有
な
り
、
境
無
き
が
故

に
識
も
無
し
。

そ
も
そ
も
虚
妄
な
る
分
別
に
お
い
て
は
、分
別
の
主
役
で
あ
る
は
ず

の
主
と
客
と
が
実
在
し
な

い
。
非
有
で
あ
り
無

で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
実
際
に
は
分
別
は
成
り
立

っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
虚
妄
不
実
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
非
有
で
あ
り
無
で
あ
る
こ
と
を
空
と

い
う
。
実
質

的
に
は
虚
妄
分
別
は
空
で
あ
る
。
実
在
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
単
に
否
定
的
言
辞
が
弄
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

ひ
ょ
う

実
は
心
性

の
有
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
心
性
は
霊
的
な
実
在
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
無
相

で
あ
る
か
ら
、
積
極
的
に
表
現

(表

せ
ん

し
ゃ
せ
ん

詮
)
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
こ
で
消
極
的
な
表
現

(遮
詮
)
を
取
る
こ
と
に
な
る
、
虚
妄
分
別
の
非
実
在
性

つ
ま
り
空
性
を
媒
介
と

し
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ

こ

「此

中
に
は
唯
だ
空

の
み
有
り
」
、
虚
妄
分
別
の
中
に
は
た
だ
空
性
の
み
が
有
る
。
「
空
性
が
有
る
」
と

い
う
の
は
奇
異
な
言
い
方
で
あ

る
が
、
心
識
の
空
性
を
通
し
て
し
か
言

い
表
わ
し
え
な
い
、
心
性
の
有
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
心
性
は
、
空
性
を
自
体
と

す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
空
性
を
自
体
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
心
性
が
本
来
清
浄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
別
事
で
は
な
く
、
こ

の
空
性
は
、
客
塵
煩
悩
の
非
本
来
性

("客
"
と
い
う
こ
と
)
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
。

起

信
論
に

コ

切
の
諸
法
は
唯
だ
妄
念
に
依
り
て
差
別
有
る
の
み
」
と
い
う
こ
の
妄
念
は
、
ま
さ
し
く
右

の
虚
妄
分
別

・
心
識
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ

っ
て
種
々
に
現
わ
れ
る

一
切
諸
法
は
、
当
然
、
空
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
諸
法

の
空
性
は
、
そ

の
ま
ま
心
性
の
不

変
の
自
体
で
あ
る
か
ら
、
眞
如
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
心
の
空
性
は
無
相
で
あ
る
か
ら
、
眞
如
と
名
づ
け
て
も
、
な
ん
ら
か
の

形
状
を
言

い
表
わ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
「言
説
の
極
み
、
言
に
因
り
て
言
を
遣
る
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

「彼

し
こ
に
於
い
て
亦
た
此
れ
有
り
」、
そ
の
空
性
中
に
お
い
て
や
は
り
虚
妄
分
別
が
有
る
。
唯
識
観
-

空
観
と
別
事

で
は
な
い
ー

を
く
ぐ

っ
た
あ
と
、
ま
た
常
識
の
世
界
に
も
ど
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
心

の
構
造
が
、
心
性
と
心
識
の
複
合
体
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
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必
然

の
帰
結
で
あ

っ
て
、
こ
の
事
実
は
、
起
信
論
に
お
い
て
も
重
要
な
意
味
を
持

つ
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
、
明
鏡
と
覚
本

は
じ
め
て

「起
信
論
研
究
ノ
ー
ト
」
と
題
し
て
文
章
を
書

い
た
時
、
難
解
な
原
文
の
例
と
し
て
次

の

一
節
を
挙
げ

た

(『禅
文
化
』
二

〇
四
号
六
五
頁
)
。

復
次
生
滅
因
縁
者
、
所
謂
衆
生
依
心
、
意
意
識
転
故
。

復
た
次
に
、
生
滅

の
因
縁
な
る
者
は
、
謂
う
所
は
、
衆
生
は
心
に
依
り
て
意
と
意
識
と
に
転
ぜ
ら
る
る
が
故
な
り
。

こ
の
文
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
こ
の
時
が
四
回
目
で
、
そ
こ
で
紹
介
し
た
の
は
拙
稿

『訳
注
大
乗
起
信
論
』
の
読
み
と
解
釈

と
で
あ

っ
た
が
、
さ
す
が
に
三
度
目
の
正
直
、
読
め
た
と
思

っ
て
紹
介
し
た
の
に
実
は
読
め
て
い
な
か
っ
た
。
訓
読
と
和
訳
と
は
ま
あ
良

い
と

し
て
、
解
釈
が
い
た
だ
け
な
い

(訳
注
本
七
四
頁
)
。

「生
滅
」
と
は
衆
生
の
意
識
活
動
に
ほ
か
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
を
操
る
の
は
、
心

つ
ま
り
阿
梨
耶
識
を
所
依
と
す
る
意
と
意
識
と

で
あ
る
。
そ
れ
で

〈そ
の
意
と
意
識
と
の
活
動
を
引
き
起
こ
す
も
の
を
〉
「因
縁
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

…
後
に
見
る
よ
う
に
、
因
は
無
明
で
あ
り
、
縁
は
境
界
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
(
い
ま
意
を
因
と
す
る
の
は
)
「心

の
能
動
性
」
の
根

本
は
無
明
だ
か
ら
で
あ
り
、
(意
識
を
縁
と
す
る
の
は
)
意
識
が
も

っ
ぱ
ら
境
界
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
活
動
す

る
か
ら
で
あ
る
。

右

の
文
中
の

〈

〉
内

の
も
の
は
附
け
足
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
(

)
内

の
も

の
は
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
前
稿
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
内
か
ら
は
た
ら
き
か
け
る
も
の
が
因
で
あ
り
、
外
か
ら
は
た
ら
き
か
け
る
も
の
を
縁
と
す
る
の
が
起
信
論
の
原
則
で
あ

　　
　

る
か
ら
、
当
然
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
文
字
面
に
と
ら
わ
れ
て
、
奥
底
に
あ
る
も
の
を
見
過
し
た
失
敗
で
あ
る
。

に
ょ
じ
つ
く

う
き
ょう

こ

の
原
則
は
、
覚
体
の
相
を
明
鏡
に
讐
え
る
と
こ
ろ
で
も
守
ら
れ
て
い
る

(訳
注
本
28
段
以
下
)。
様
態
に
応
じ
て
、
O
如
実
空
鏡
、
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い
ん
く
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

ほ
う
し
ゅ
つ
り

き
ょ
う

え
ん
く
ん
じ
ゅう
き
ょ
う

O
因
薫
習
鏡
、
日
法
出
離
鏡
、
四
縁
薫
習
鏡
の
四

つ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

　　
　

　　
　

「覚

体
」
と
は

「仏
体
」
と
も
訳
さ
れ
、
覚

の
当
体
を
意
味
す
る
。
臨
済
録
に
次
の
よ
う
に
い
う

(文
庫
本
八
五
頁
)、

こ
う

て
ん
り
ん
じ
ょう
お
う

ま
さ

祢
言
う
、
三
十
二
相
八
十
種
好
は
是
れ
仏
な
り
と
。
転
輪
聖
王
も
応
に
是
れ
如
来
な
る
べ
き
や
。
明
ら
か
に
知
ん
ぬ
是
れ
幻
化

に
ょ
ら

い

こ

し
ん

だ
ん
け
ん

か
り

し
ば
ら

な
る
こ
と
を
。
古
人
云
く
、
如
来
挙
身
の
相
は
、
世
間
の
情
に
順
ぜ
ん
が
為
な
り
。
人
の
断
見
を
生
ぜ
ん
こ
と
を
恐
れ
て
、
権
に
且

こ

み
ょう

ま

く
う
し
ょ
う

う

し
ん

か
く
た
い

し
ん
ぎ
ょ
う

く
虚
名
を
立

つ
。
仮
に
三
十
二
と
言
う
、
入
十
も
也
た
空
声
な
り
。
有
身
は
覚
体
に
非
ず
、
無
相
乃
ち
眞
形
、
と
。

縁
薫
習
鏡
と
は
、
相
好
を
具
し
た
仏
と
し
て
、
外
か
ら
衆
生
に
は
た
ら
き
か
け
る
有
り
さ
ま
を
い
い
、
因
薫
習
鏡
と

は
、
無
相

の
眞
如

と
し

て
内
面
に
あ

っ
て
は
た
ら
き
か
け
る
有
り
さ
ま
を

い
う
。

二
つ
に
は
因
薫
習
鏡
、
謂
わ
く
、
如
実
に
不
空
な
る
な
り
。

一
切
世
間
の
境
界
は
悉
く
中
に
於

い
て
現
じ
て
、

不
出
不
入
、
不
失

不
壊
に
し
て
常
に

一
心
に
住
す
。

一
切
法
は
即
ち
眞
実
の
性
な
る
を
以
て
そ
の
故
に
。

又
た

一
切

の
染
法

の
染
す
る
能
わ
ざ
る
所
な
り
、
智
体
は
不
動
に
し
て
無
漏
を
具
足
し
、
衆
生
に
薫
ず
る
が
故

に
。
(30
段
)

前
半
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

眞
に
実
在
す
る
も
の
は
不
生
不
滅
の

一
心
の
み
な
の
で
あ
る
が
、
衆
生
は
妄
念
を
起
こ
し
て
分
別
の
世
界
を
現
出
す
る
。
し
か
る

に
こ
の
分
別

の
世
界
は

一
心
の
外
に
出
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
森
羅
万
象
が
虚
空
の
う
ち
に
存
在
す
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

し
か
も
虚
妄
分
別
に
よ

っ
て
産
み
出
さ
れ
た
個
個
の
存
在
の
、
そ
の
眞
実
相
を
知
る
の
は
仏
智
の
み
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
衆
生
の

分
別
は
常
に
虚
妄
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
諸
法
の
本
性
は
、
仏
智

の
眞
実
に
照
ら
さ
れ
て
始
め
て
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
で

=

切
法
は
眞
実
を
本
性
と
す
る
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
論

の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
随

っ
て
筋
を
辿

っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
間
違

っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
肉
付
が
な
さ
れ
て

い
な

い
た
め
、
説
得
力
に
乏
し
い
。
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た
と
え
ば

コ

切
法
は
眞
実
を
本
性
と
す
る
」
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
最
近
に
な

っ
て
、
や

っ
と
解
り
は

じ
め
た
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
金
剛
経
十
七
に
お
い
て

コ

切
法
は
皆
な
是
れ
仏
法
な
り
」
と
表
明
さ
れ
る
教
説
を
背
景
と

せ

し
ん

ぼ

だ
い

る

し

す
る

で
あ
ろ
う
。
世
親
の
注
釈
に
二
訳
あ
り
、
菩
提
流
支
訳
で
は
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、

此
は
何
の
義
を
明
ら
む
る
や
。

一
切
法
は
眞
如

の
体
な
る
が
故
に
彼
の
法
は
如
来
の
謹
す
る
所
な
り
。
是
の
故
に

一
切
法
は
仏
法
な

り
。
(大
25
1
七
九

一
b
)

ぎ

じ
ょ
う

と

い

い
、

義

浄

訳

で

は

、

の

此
は
何
の
陳
ぶ
る
所
ぞ
。

一
切
法
は
眞
如
を
以
て
自
性
と
為
す
に
由
り
、
此
れ
乃
ち
但
だ
是
れ
仏
の
覚
悟
す
る
所
な
る
の
み
。
是
の

故
に

一
切
法
は
名
づ
け
て
仏
法
と
為
す
な
り
。
(同
入
八

一
a
)

と
い
う
。

一
切
法
が
眞
如
を
体
と
し
自
性
と
す
る
こ
と
は
、
如
来
の
覚
に
よ

っ
て
始
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
か
ら

=

切
法
は
皆
な
是
れ

　　
　

　
　
　

仏
法
な
り
」
と

い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
眞
如
は
前
節

で
見
た
よ
う
に

コ

切
法
空
」
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
、
「諸
法
実
相
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
智
度
論
七
十
九
に
次

の
よ
う
に
い
う

(大
25
ー
六

一
入
b
)、

み
ょ
う

じ

ひ
っ
き
ょ
う

あ

の
く

た

諸
法
実
相
に
は
種
種
の
名
字
有
り
、
或

い
は
空
と
説
き
、
或
い
は
畢
寛
空
と
説
き
、
或

い
は
般
若
波
羅
蜜
と
説
き
、
或
い
は
阿
褥
多

ら

さ
ん
み
ゃ
く
さ
ん

ぽ

だ
い

羅
三
貌
三
菩
提
と
名
つ
く
。

　　
　

し
ょ
う
く
う

空

に
つ
い
て
は
智
度
論
三
十

一
に
十
八
空
義

の
解
説
が
あ
る
が
、
基
本
に
な
る
の
は

「性
空
」
と

い
う
概
念
で
、
こ
れ
は
自
性
空
と
同

じ
も

の
で
あ
り
、
「性
自
爾

(性
と
し
て
自
ら
爾
り
)」
「本
来
常
爾

(本
来
常
に
爾
り
)」
(二
九
二
b
)
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。

つ
ま
り

じ

ね
ん
ほ
う

に

一
切
法
は
自
然
法
爾
に
空
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
銘
記
す
べ
き
は

「有
仏
無
仏
、
諸
法
は
常
に
性
空
相
に
住

す
。
性
空
相
即
是

浬
葉
」
(七
三
〇
b
)
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
「安
穏
に
し
て
常
楽
な
る
浬
葉
」
(二
八
九

a
)
な

の
で
あ
る
。
だ
か
ら

コ

切
世
間
法

　
ね
　

中
に
は
皆
な
浬
桑
性
有
り
」

(二
九
八
b
)
と
い
わ
れ
、
コ

切
法
の
性
空
な
る
は
是
れ
諸
仏
の
眞
法
な
り
。
若
し
是

の
法
を
得
れ
ば
則
ち

　お
　

名
づ
け
て
仏
と
為
す
。
是
の
性
空
を
離
る
れ
ば
則
ち
無
道
無
果
な
り
」
(六
八
九
b
)
と

い
わ
れ
る
。
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に
ょ

ほ
っ
し
ょ
う

じ
っ
さ
い

諸
法
実
相
は

「如
と
法
性
と
実
際
」
の
三
事
に
分
け
て
考
察
さ
れ
る

(智
度
論
四
十
九
、
大
25
1

二
九
七
b
)
。
「如
」
と
は
眞
如
に
相

ら

じ
ゅう
さ
ん
ぞ
う

ま

し
ゃ

り

ほ
つ

当
す

る
羅
什
三
蔵
の
訳
語
で
あ
る
。
「復
た
次
に
舎
利
弗
よ
、
菩
薩
摩
詞
薩
は
、
一
切
諸
法

の
如
と
法
性
と
実
際
と
を
知

ら
ん
と
欲
せ
ば
、

ま
さ

だ
い
ぼ
ん

当
に
般
若
波
羅
蜜
を
学
ぶ
べ
し
」
と
い
う
大
品
般
若
経
の
文
を
引

い
て
、
次

の
よ
う
に
論
じ
る
。

諸
法
の
如
に
二
種
有
り
。

一
つ
に
は
各
各
相
、
二
つ
に
は
実
相
な
り
。

各
各
相
な
る
者
は
、
地
の
堅
相
、
水
の
湿
相
、
火
の
熱
相
、
風
の
動
相

の
如
し
。
是
く
の
如
く
等
し
く
諸
法
を
分
別
す
る
に
、
各

自

に
相
有
り
。

す
い
ぐ

実
相
な
る
者
は
、
各
各
相
中
に
於
い
て
分
別
し
て
実
を
求
む
る
に
不
可
得
な
り
。
…
是
く
の
如
く
地
相
を
推
求
す
る
に
則
ち
不
可

得
な
り
。
若
し
不
可
得
な
ら
ば
、
其
の
実
は
皆
空
な
り
。
空
な
れ
ば
則
ち
是
れ
地

の
実
相
な
り
。

一
切
別
相
も
皆
な
亦
た
是
く
の
如

し
。
是
れ
名
づ
け
て
如
と
為
す
。

「本

の
如
く
に
し
て
異
な
ら
ざ
る
を
是
れ
名
づ
け
て
如
と
為
す
」
(二
九
八
c
)
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
変
異
し
な

い
と

い
う
こ
と
が
眞

如
の
語
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

一
切
諸
法
の
そ
れ
ぞ
れ
に
相
が
あ
る
こ
と
は

(各
自
有
相
)
、
不
変
の
事
実

と
し
て
認
め
ら
れ

　
む
　

る
。

し
か
る
に
そ
れ
ぞ
れ
の
相
の
中
に
実
法
を
求
め
る
と
不
可
得
で
あ
る
。
故
に
実
法
は
空
無

で
あ
る
。
こ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず

一
切

別
相

の
実
相
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
不
変
の
事
実
で
あ
る
。

し
な
じ
な

と
も

い
ち
く
う

た

法
性
な
る
者
は
、
前
説
の
如
く
各
各
法
空
に
し
て
、
空
に
差
品
有
る
を
是
れ
如
と
為
し
、
同
に

一
空
為
る
を
是

れ
法
性
と
為
す
。

「空
に
差
品
有
る
」
と
い
う
の
は

「色
即
是
空
、空
即
是
色
、受
想
行
識
亦
復
如
是
」
と

い
う
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
「同
に

一
空
為
る
」

と

い
う

の
は

「五
薙
皆
空
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
コ

切
法
の
実
相
を
ば
名
づ
け
て
法
性
と
為
す
。
是
の
故
に

一
切
法
は
皆
な
法
性

中
に
入

る
」

(六
九
二
a
)
と
い
わ
れ
る
。
「如
」
の
と
こ
ろ
で
は
有
相
に
焦
点
が
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
は
空
相
が
中
心
と
な

っ
て
い
る
。

む

じ
や
く
し
ん

是
の
法
性
に
も
亦
た
二
種
有
り
。

一
つ
に
は
無
著
心
を
用

い
て
分
別
せ
る
諸
法
な
り
。
各
自

に
性
有
る
が
故
に
。
二
つ
に
は
無
量

法

に
名
つ
く
、
所
謂
る
諸
法
実
相
な
り
。
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実
際
な
る
者
は
、
法
性
を
以
て
実
と
為
し
、
謹
す
る
が
故
に
際
と
為
す
。
阿
羅
漢
を
名
づ
け
て
実
際
に
住
す
と
為
す
が
如
し
。

「実
際
」
と
は

「先
に
説
き
し
が
如
く
法
性
を
ば
実
と
名
づ
け
、
入
処
を
ば
名
づ
け
て
際
と
為
す
」

(二
九
八

c
)
と

い
う
よ
う
に
、
法

し
ょ
う
ぼ
ん

性
に
悟
入
し
た
境
地
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
法
性
が
中
心
な
の
で
あ
る
が
、
ま
ず

「無
量
法
」
に
つ
い
て
、
小
品
般
若
経
七
に
次

の

よ
う

に
い
う

(大
8
1

五
六
六

c
)
、

も
ろも
ろ

し
ゅ

ぼ

だ
い

無
量
な
る
者
は
諸
の
量
数
を
過
ぐ
。
須
菩
提
よ
、
無
量
な
る
者
は
即
ち
是
れ
空
義
な
り
。

「空
義
」
と

い
う

の
は
空
性
に
相
当
す
る
羅
什
の
訳
語
で
あ
る
。
「量
」
と
は
認
識
や
計
量
の
基
準
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
超
過

し
て
い
る
と
い
う
の
は
、空
性
は
認
識
や
計
量
の
わ
く
に
は
ま
ら
な

い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
と

い
う
語
に
し
ば
し
ば
附
加
さ
れ
る
「
不

可
説
」
「不
可
得
」
「無
所
得
」
「無
所
取
」
「無
分
別
」
「無
別
異
」
な
ど
の
言
葉
は
、
諸
法
実
相

の
こ
の
性
質
を
言
い
表
わ
す
も

の
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　あ
　

ふ

け

う
ん
し
ん

「無
著
心
」
と
い
う

の
は

「不
動
心
、
不
念
心
、
不
戯
論
心
」
(七
二
四

C
)
と
も
い
わ
れ
、
金
剛
経
十
に
、

も
ろも
ろ

ま
さ

諸
の
菩
薩
摩
詞
薩
は
応
に
是
く
の
如
く
清
浄
心
を
生
ず
べ
し
。
応
に
色
に
住
し
て
心
を
生
ず
べ
か
ら
ず
、
応
に
声
香
味
触
法
に
住
し

と
こ
ろ

て
心
を
生
ず
べ
か
ら
ず
。
応
に
住
す
る
所
無
く
し
て
而
し
て
其
の
心
を
生
ず
べ
し
。

と

い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

「無
所
住
心
」
「清
浄
心
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
用

い
て
分
別
さ
れ
た
諸
法
と
は
何
か
。
こ
れ
は
ま
さ

に
い
ま
問
題
に
し
て
い
る

「眞
実
を
本
性
と
す
る

一
切
法
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

智
度
論
九
五
に
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
。
(七
二
七

c
)

ひ
く

あ
た

問
う
て
曰
わ
く
、
諸
仏
は
日
の
出
で
た
る
が
如
し
。
高
き
者
を
し
て
下
か
ら
し
め
、
下
き
者
を
し
て
高
か
ら
し
む
る
能
わ
ず
。
但

よ

だ
能
く
万
物
を
照
明
し
て
、
有
眼
の
者
を
し
て
別
識
せ
し
む
る
の
み
。
諸
仏
も
亦
た
是
く
の
如
し
。
亦
た
諸
法
の
相
を
転
ぜ
ず
、
但

だ

一
切
智
を
以
て
照
ら
し
、
人
の
為
に
演
説
し
て
知
ら
し
む
る
の
み
。
汝
は
何
を
以
て
の
故
に
言
う
や
、
若
し
仏

の
諸
法
を
分
別
せ

い

ま

ざ
れ
ば
、
云
何
ん
ぞ
地
獄
乃
至
十
入
不
共
法
有
る
こ
と
を
知
ら
ん
、
と
。
如
今
、
畜
生
等
は
現
に
目
の
あ
た
り
に
見
る
所
に
し
て
、
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も
ち

人
は
皆
な
識
知
す
。
何
ぞ
仏
の
説
く
こ
と
を
須

い
ん
。

こ
こ

の
議
論
は
、

一
切
法
は
空
で
あ

っ
て
平
等
無
差
別
で
あ
り
、

一
相
無
相
な
ら
ば
、
凡
夫
も
諸
仏
も
差
別
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
で

は

「利
益
衆
生
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
な
る
の
か
と

い
う
疑
問
に
始
ま

っ
て
い
る
。
し
か
る
に

「唯
だ
仏

の
み
是

の
力

有
り
て
、
空
無
相

中
に
於

い
て
、
是
れ
凡
夫
な
り
是
れ
聖
人
な
り
と
分
別
す
」
と
答
え
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
分
別
な
ど
は

「唯
だ
仏

の
み
」
で
な
く
当

り
前
に
誰
れ
も
が
や
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ
と
さ
ら
仏
の
分
別
に
待

つ
必
要
は
な

い
で
は
な
い
か
と
い
う

の
で
あ
る
。

な

答
え
て
曰
わ
く
、
仏
は
好
醜
の
諸
相
を
作
さ
ず
と
難
も
、
而
も
演
説
し
て
人
に
示
す
。

知
に
二
種
有
り
、

一
つ
に
は
凡
夫

の
虚
妄
知
、
二
つ
に
は
如
実
知
な
り
。
畜
生
等

の
相
を
知
る
は
是
れ
凡
夫
の
虚
妄
知
な
り
。
仏

は
実
相
を
知
る
が
為
の
故
に
、
仏
の
諸
法
を
分
別
せ
ざ
れ
ば
、
云
何
ん
ぞ
地
獄
等
有
る
こ
と
を
知
ら
ん
と
言
え
り
。

問
題
は
分
別
知
の
は
た
ら
き

の
違

い
に
在
る
。
単
に
畜
生
等
の
相
を
知
る
の
は
凡
夫

の
虚
妄
分
別
で
あ
る
。
な
ぜ
虚
妄
な
の
か
と

い
う

と
、
諸
法
実
相
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
諸
仏
は
実
相
を
知

っ
て
い
る
か
ら
、
諸
法
を
如
実
に
分
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ

こ
で
眞
実
に
識
知
す
る
た
め
に
は
諸
仏
の
分
別
に
待

つ
必
要
が
あ
る
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。

諸
法
実
相
を
離
す
る
者
は
、
眼
に
畜
生
等
を
見
る
と
錐
も
、
亦
た
如
実
に
其

の
相
を
知
る
こ
と
能
わ
ず
。

も

し
ょ
ぶ
ん
へ
ん

如
し
牛
角
足
尾
等

の
諸
分
辺
和
合
し
て
、
更
に
牛
法
の
生
ず
る
こ
と
有
ら
ば
、
是
れ

一
と
為
す
。
諸
分
は
多
に
し
て
牛
法
は

一
な

り
。

一
は
多
と
作
ら
ず
、
多
は

一
と
作
ら
ず
。

有
る
人
言
わ
く
、
此
の
説
は
非
な
り
。
此
の
諸
分
を
除
き
て
、
応
に
更
に
牛
法

の
力
用
の
見
る
可
き
も
の
有
る
な
る
べ
し
。

有

る
人
の
批
評
は
、
牛

の
部
分
と
は
別
に
牛
と

い
う
存
在
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
間
違

い
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
ゅ
ぶ
ん

牛
法
は
衆
分
和
合
す
る
よ
り
生
じ
、
而
し
て
牛
法
は
衆
分
に
異
な
ら
ず
。
何
を
以
て
の
故
ぞ
。
此
の
衆
分
の
合
す
る
を
見
る
が
故

に
、
名
づ
け
て
牛
を
見
る
と
為
し
、
更
に
余
物
の
牛
と
為
る
を
見
ざ
れ
ば
な
り
。

牛
と

い
う
も

の
は
部
分
の
和
合
に
よ

っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
部
分
と
別
個
の
存
在
な
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
部
分
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の
和
合
を
見
る
か
ら
牛
と
い
う
認
識
が
生
じ
る
の
で
あ

っ
て
、
部
分
と
は
別
に
牛
を
見

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
ま

「牛
法
」
は
各
各
相
の
代
表
と
し
て
の
色
法
に
、
衆
分
は
有
相
と
空
相

(実
相
)
と
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
色
法
は
有
相

と
空
相
と
の
和
合
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は

「色
如
非
色
非
離
色
」
(七
二
七
b
)
と

い
う
語

に
よ

っ
て
、
図
式

的
に
表

わ
さ
れ
る
。

色

の
如
は
、
色
に
非
ず

(11
色
即
是
空
)
、
色
を
離
れ
ず

(
11
空
不
異
色
)

こ

の
考
え
は
般
若
経
に
も
と
つ
い
て
い
る
。

須
菩
提
よ
、
汝
が
意
に
於
い
て
云
何
ん
。
是
れ
色
相
は
空
な
り
や
、
乃
至
諸
仏
相
は
空
な
り
や
。
世
尊
よ
、
実

に
空
な
り
。

須
菩
提
よ
、
空
中
に
各
各
相
法
は
可
得
な
り
や
。
謂
う
所
の
色
相
乃
至
諸
仏
相
な
り
。
須
菩
提
言
わ
く
、
不
可
得
な
り
。

仏
言
わ
く
、
是

の
因
縁
を
以
て
の
故
に
、
当
に
知
る
べ
し
、
諸
法
平
等
中
に
は
、
凡
夫
人
に
非
ず
、
亦
た
凡
夫

人
を
離
れ
ず
。
乃

至
仏
に
非
ず
、
亦
た
仏
を
離
れ
ず
。
(七
二
五
c
所
引
)

「諸

法
平
等
中
」
と

一
切
法

「空
中
」
と
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

先
に
処
処
に
説
く
、
諸
法
は
即
ち
是
れ
平
等
相
な
り
。
平
等
は
即
ち
是
れ
諸
法
実

(相
)
に
し
て
、
名
は
異
な
り
て
義
は
同
じ
。

色

の
如
は
色
に
非
ず
し
て
色
を
離
る
る
に
非
ず
、
と
。
(七
二
七
b
)

諸
法
実
相
中
に
お
い
て
、
色

の
如
実
相
は
、
色
に
非
ず
色
を
離
れ
ず
。
色
即
是
空
、
空
不
異
色
。
「空
不
異
色
」
は
空
即
是
色
と

い
っ

て
も
同
じ
で
あ
る
が
、
色
以
外
に
空
と

い
う
何
物
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
は

っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は

「空
は
色
に
異
な

　
め
　

ら
ず
」
を
用
い
た
方
が
解
り
や
す

い
で
あ
ろ
う
。

先

の
議
論
は
続
く
。

異
な
る
者
は

一
を
破
し
、

一
な
る
者
は
異
を
破
す
。
不

一
不
異
は

一
異
を
破
す
。
若
し

一
異
無
く
ん
ば
何
ぞ
不

一
不
異
有
ら
ん
。

(七
二
八
a
)
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色
と
空
と

の
和
合
の
構
造
を
、
不

一
不
異
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
不

一
」
と
は
、
色

と
空
と
が

一
体

で

は
な

い
こ
と
を

い
う
,

つ
ま
り
色
即
是
空
で
あ
る
。
「不
異
」
と
は
、
色
と
空
と
が
別
体
で
は
な

い
こ
と
を

い
う
、
つ
ま
り
空
不
異
色

で

あ
る
。

問
う
て
曰
わ
く
、
若
し
皆
空
な
ら
ば
、
何
を
以
て

一
切
法
の
種
種
の
名
字
を
説
く
や
。

答
え

て
曰
わ
く
、
若
し
聖
人
の
但
だ
空
の
み
を
説
か
ば
、
道
を
得
る
こ
と
能
わ
じ
。
因
る
所
無
く
、
厭
う
所
無
き
を
以
て
の
故

　ぜに
。
(智
度
論
三

一
、
大
25
1
二
九
四
b
)

先

の
議
論
は
続
く
。

若
し
是

の
諸
法
平
等
中
に
入
ら
ば
、
爾
の
時
に
始
め
て
如
実
に
牛
相
を
得
ん
。
是
の
故
に
言
え
り
、
若
し
仏
の
諸
法
の
相
を
分
別

　
　
　

せ
ず
、
二
諦
を
説
か
ざ
れ
ば
、
云
何
ん
ぞ
善
く
畜
生
等
を
説
か
ん
、
と
。
謂
う
所
は
、
平
等
に
於

い
て
、
不
動
に
し
て
而
も
諸
法
を

分
別
す
る
な
り
。
不
動
な
る
者
は
、
諸
法
を
分
別
す
る
時
、

一
異
の
相
に
著
せ
ざ
る
な
り
。
(七
二
入

a
)

諸
法
実
相
に
悟
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
は
じ
め
て
如
実
に
色
相
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
眞
実

の
識
知
を
得
る
た
め
に

は
、
諸
仏

の
分
別
に
待

つ
必
要
が
あ
る
と

い
っ
た
の
で
あ
る
。

復
た
次
に
、
諸
仏
の
法
は
寂
滅
相
に
し
て
無
戯
論
な
り
。
此
の
中
に
若
し
地
獄
等
の
相
有
り
と
分
別
す
れ
ば
、
名
づ
け
て
寂
滅
不

　に
　

二
無
戯
論
法
と
為
さ
ず
。
仏
は
寂
滅
不
二
相
を
知
る
と
錐
も
、
亦
た
能
く
寂
滅
相
中
に
於

い
て
、
諸
法
を
分
別
し

て
而
も
戯
論
に
堕

せ
ず
。
(七
二
七

c
)

た
だ
諸
仏
の
識
知
す
る
法
は
寂
滅
し
て
お
り
、
無
戯
論
で
あ
る
。
そ
こ
に
お

い
て
も
し
地
獄
等

の
相
が
有
る
と
分
別
す
る
な
ら
ば
、
も

は
や
寂
滅
不
二
無
戯
論
法
で
は
な

い
。
し
か
し
諸
仏
は
寂
滅
不
二
相
を
知
り
な
が
ら
、

一
方
で
、
諸
法
を
分
別
し
て
戯
論
に
堕
し
な
い
の

で
あ

る
。

諸

仏
は
諸
法
実
相
を
離
れ
な

い
如
実
知
に
よ

っ
て
分
別
す
る
。
こ
れ
が

つ
ま
り

「無
著
心
を
用
い
て
諸
法
を
分
別
す
」
と

い
う
こ
と
で
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あ
り
、
分
別
さ
れ
た
諸
法
に
つ
い
て
起
信
論
が

コ

切
法
は
眞
実
を
本
性
と
す
る
」
と
言
明
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　　

し
か
る
に
こ
こ
に
は
難
問
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
「諸
法
を
分
別
し
て
而
も
戯
論
に
堕
せ
ず
」
と

い
う
。
「戯
論
」
と
は

つ
ま
る
と
こ
ろ
言

葉

の
こ
と
で
あ
る
。
「諸
法
を
分
別
し
て
」
「人
の
為
に
演
説
し
て
知
ら
し
む
る
」
た
め
に
は
言
葉
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
。
す
る
と
諸
仏
は

　
　
　
　

　
　
　

言
葉
を
用
い
な
が
ら
言
葉
に
堕
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
諸
仏
の
示
し
た
軌
範
は
、
の
ち
に
唐

の
時
代
の
禅
僧
の
逆
説
的
な

あ
ん

り

行
李
1

た
と
え
ば

「夜
行
を
許
さ
ざ
れ
ど
も
、
明
に
投
じ
て
須
ら
く
到
る
べ
し
」
ー

を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
即
今
と

か
如
今
と
か
い
わ
れ
る
、
生
々
し
い
現
実
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。

面
白

い
こ
と
に
、
諸
仏
に
も
寿
命
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「処
処
の
国
土
中
に
、
衆
生
の
寿
命

の
長
短
に
随

っ
て
其

の
形
を
受
く
。

釈
迦
牟
尼
仏
の
如
き
は
、
此
の
国
土
に
於
い
て
寿
命
は
百
年
な
り
」
(六
九
入
b
)。

ば

そ

ど
う
い
つ

に
ち
め
ん
ぶ
つ

が
ち
め
ん
ぶ
つ

馬
祖
道

一
に

「日
面
仏
、
月
面
仏
」
と
い
う
遷
化

の
時
の
言
葉
が
あ
る
が
、
入
矢
先
生
の
解
釈
は
晩
年

に
変
わ

っ
て
、
「そ
れ
、
仏
に

さ

え
も
寿
命
の
長
短
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
超
然
た
る
心
境
で
あ
ろ
う
・
と
い
わ
れ
て
い
範
・
ち
な
み
に

コ

切
法
は
皆
な
是
れ
仏
法
L

と
い
う
の
は
、
馬
祖
の
思
想
の

一
面
で
も
あ
る
。

_((__註
54321

)))))

大
8
1
七
五

一
a

大
8
1
七
六
五
a

大
7
1
九
入
三
c

仏
教
大
系
本
七
七
頁

も
ん
く
ん
じ
ゅう

は

摂
大
乗
論
本
上

(大
31
ー

=
二
六

c
)
「此
の
聞
黒
習
は
為

た
是
れ
阿
頼
耶
識
の
自
性
な
り
や
、
為
た
阿
頼
耶
識
の
自
性

に
非
ざ
る
や
。
若
し
是
れ
阿
頼
耶
識
の
自
性
な
ら
ば
、
云
何

ん
ぞ
是
れ
彼
の
対
治
の
種
子
な
る
。
若
し
阿
頼
耶
識
の
自
性

に
非
ざ
れ
ば
、
此
の
聞
黒
習
の
所
依
は
云
何
に
見
る
可
き

や
。
乃
ち
諸
仏
の
菩
提
を
讃
得
す
る
に
至
る
ま
で
、
此
の
聞

と
き

重
…習
は

一
種
の
所
依
に
随
在
し
て
転
ず
る
処
、
異
熟
識
中
に

と
も

寄
在
し
て
、
彼
と
和
合
し
て
倶
に
転
ず
る
こ
と
、
猶
お
水
と

乳
と
の
如
し
。
然
れ
ど
も
阿
頼
耶
識
な
る
に
は
非
ず
、
是
れ

ぜ
ん

ま

彼
の
対
治
の
種
子
の
性
な
る
が
故
に
。」
こ
こ
は
染
汚
識
で

あ
る
ア
ラ
ヤ
識
を
浄
化
す
る
浄
心
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
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(
6

)

(
7
)

(8

)

か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
仏
陀
の

教
え
を
聞
く
こ
と
に
よ
る
重
…習
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
聞
薫
習
は
、
衆
生
が
菩
提
を
得
る
ま
で

コ

種
の

所
依
」
(眞
如
以
外
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
)
に
随
在

し
、
ア
ラ
ヤ
識
と
和
合
し
て
転
ず
る
と
い
う
。
そ
の
和
合
の

様
子
が
水
と
乳
と
の
よ
う
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

「
生
滅
」
と
は
衆
生
の
意
識
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ

れ
を
操
る
の
は
、
心
つ
ま
り
阿
梨
耶
識
を
所
依
と
す
る
意
と

意
識
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
そ
の
意
と
意
識
と
の
活
動
を
引
き

起
こ
す
も
の
を

「因
縁
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
…
後
に
見
る

よ
う
に
、
因
は
無
明
で
あ
り
、縁
は
境
界
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

「心
の
能
動
性
」
の
根
本
は
無
明
だ
か
ら
で
あ
り
、
意
識
が

も

っ
ぱ
ら
境
界
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
活
動
す
る
か
ら
で
あ

る
Q

せ
ぎ
　
り
り
っ　

梵
語
は

〈び二
α
住
ず
曽けく曽
〉。
大
乗
荘
厳
経
論
で
は

「如
来
の

自
性
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
拙
稿

「仏
性
思
想
の
変
遷
ー
イ

ン
ド
仏
教
か
ら
中
国
仏
教
へ
ー
」
(禅
文
化
研
究
所
紀
要
30

号
)
二
頁
参
照
。

起
信
論
に
も

「問
う
て
曰
わ
く
、
上
に
法
界
は

一
相
に
し
て

仏
体
は
無
二
な
り
と
説
け
り
。
何
が
故
ぞ
唯
だ
眞
如
を
念
ず

る
の
み
な
ら
ず
し
て
、
復
た
諸
善
の
行
を
学
す
る
こ
と
を
求

む
る
こ
と
を
仮
る
」
(89
段
)
と
い
う
用
例
が
あ
り
、「法
界
」

「眞
如
」
と
等
置
さ
れ
て
い
る
。

(9

)

(
10

)

(
11
)

菩
提
達
摩
四
行
論
流
通
分
釈
に
い
う

「志
禅
師
曰
わ
く
、

一

切
法
は
皆
な
是
れ
仏
法
な
り
と
見
れ
ば
名
づ
け
て
法
眼
浄
と

為
す
。
施
為
挙
動
皆
な
是
れ
菩
提
の
心

に
随
い
、
直
に
仏
道

に
至
る
ま
で
驚
く
こ
と
莫
く
畏
る
る
こ
と
莫
く
、
処
処
に
皆

な
正
し
。
心
の
簡
択
す
る
有
ら
ば
即
ち
邪
な
り
。
若
し
能
く

安
心
せ
ば
、
邪
に
処
し
て
卓

一
し
不
動

に
住
す
、
亦
た
即
ち

是
れ
道
な
り
」
。

智
度
論
九
十

(大
25
1
六
九
二
a
)
「
一
切
法
の
実
相
は
名

づ
け
て
法
性
と
為
す
。
是
の
故
に

一
切
法
は
皆
な
法
性
中
に

入
る
。色
性
の
実
相
は
即
ち
是
れ
法
性
に
し
て
同

一
性
な
り
」

空
に
つ
い
て
語
る
と
き
常
に
誠
め
ら
れ
る
の
は
、
空
と
い
う

何
物
か
が
有
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
空
見
と
し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
る
。
「大

聖
の
空
法

(砂ξ
讐
91)
を
説
け
る
は
、
諸
見
を
離
せ
し
め
ん

が
為
の
故
な
り
。
若
し
復
た
空
有
り
と
見
る
な
ら
ば
、
諸
仏

の
化
せ
ざ
る
所
な
り
」
(中
論
観
行
品
第
十
三
第
九
偶
)。
そ

の
用
心
の
た
め
に
「空
亦
復
空
」
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
。

智
度
論
三
十

一
に
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る

(大
25
1
二
八

八
a
)。

問
う
て
曰
わ
く
、空
と
空
空
と
に
は
何
等
の
異
り
有
り
や
。

答
え
て
曰
わ
く
、
空
は
五
受
衆
を
破
し
、
空
空
は
空
を
破

す
。問

う
て
曰
わ
く
、
空
若
し
是
れ
法
な
ら
ば
、
空
は
已
に
破
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(
12

)

せ
り
と
為
す
。
空
若
し
法
に
非
ざ
れ
ば
、
空
は
何
の
破
す
る

所
ぞ
。

答
え
て
曰
わ
く
、
空
は

一
切
法
を
破
せ
ば
、
唯
だ
空
の
み

の
こ

在

る

こ
と

有

り
。

空

は

一
切

法
を

破

し

巳

れ
ば

、
空

も

亦

た

も
ち

応
に
捨
つ
べ
し
。
是
を
以
て
の
故
に
是
の
空
空
を
須
う
。

畢
寛
空
と
は

一
切
法
を
破
し
て
遺
余
な
か
ら
し
む
る
も
の

な
の
で
あ
る
が

(二
九
〇
a
)、
「人
の
牢
獄
に
閉
在
さ
れ
、

將
を
穿
ち
て
出
つ
る
を
得
る
が
如
き
、
破
壁
是
れ
空
に
し
て

更
に
異
空
無
し
」
(七
二
八
b
)
と

い
わ
れ
る
よ
う
に
、
破

れ
て
無
に
帰
し
た
壁
が
空
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
以
外
に
空

と
呼
ば
れ
る
何
物
か
が
有
る
の
で
は
な
い
。
「色
即
是
空
、

空
不
異
色
」
で
あ
る
。

ち
な
み
に
唐
代
の
禅
者
鹿
居
士
の
遣
誠
も
こ
の
点
を
め
ぐ

る
も
の
で
あ

っ
た
。
「但
だ
願
わ
く
は
諸
の
有
と
す
る
所
を

空
じ
、
慎
み
て
諸
の
無
と
す
る
所
を
実
と
す
る
勿
れ
。
好
く

世
間
に
住
せ
よ
、
皆
な
影
響
の
如
し
」

起
信
論
に

コ

切
法
は
本
よ
り
巳
来
自
ら
浬
桀
す
」
(訳
注

本
九
十
五
段
)
と
い
う
の
は
こ
の
考
え
も
と
つ
く
も
の
で
あ

ろ
う
。ま
た
コ

切
衆
生
は
本
来
常
住
に
し
て
浬
契
に
入
る
」

(同
三
六
段
)
と
い
う
の
も
同
様
で
、
こ
の
場
合
は
同
相
つ

ま
り
眞
如
と
し
て
平
等
の
相
を
持
つ
こ
と
か
ら
そ
う
い
わ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
「諸
法
は
平
等
に
し
て
畢
寛
空
な
り
」
(七

二
九
a
)
「平
等
性
空
」
(七
三
〇
c
)
な
ど
の
考
え
に
も
と

(
13
)

(
14
)

つ
く

で
あ

ろ
う

。

「
道

果

な

る
者

は

、

謂
う

所

は
、

諸

法

は

実

に
出

生

す

る

こ

と
無

く

、

一
相

無

相

に

し

て
寂

滅

浬

桀

せ

る

な

り

」

(
七

二

六

a
)
。

コ

相

」

と

は

一
空

相

の
こ
と

で
あ
り

、

不
生

不

滅

で

あ

る

か
ら

「
無

相

」

で

あ

る
。

「
又
た

仏

は

二
辺

を

遮

し

て
中

道

を
説

く

。
謂
う

所

の

一
に
非

ず

、
不

二

に
非

ず

な
り

。

二
法

は
各

各

別

相

に
名

づ

け
、

不

二

は

一
空

相

に
名

つ

く

。

お
わ

お
わ

是
の

一
空
相
を
以
て
各
各
別
異
相
を
破
し
、
破
し
已
る
事
詑

り
て
還
た
不
二
相
を
捨

つ
。
是
れ
即
ち
是
れ
道
是
れ
果
な

り
」
(七
二
七
a
)

智
度
論
三

一
に
は
次
の
よ
う
な
問
答
が
あ
る
(二
九
三
c
)
。

問
う
て
云
わ
く
、
云
何
に
し
て
か

一
切
法
は
有
相
な
る
。

答
え
て
曰
わ
く
、

一
切
法
に
は
好
有
り
醜
有
り
、
内
有
り

外
有
り
。

一
切
法
は
有
心
よ
り
生
ず
、
故
に
名
づ
け
て
有
と

為
す
。

問
う
て
曰
わ
く
、
無
法
中
云
何
に
し
て
か
有
相
な
り
と
言

・つ
。答

え
て
曰
わ
く
、
若
し
無
法
な
ら
ば
名
づ
け
て
法
と
為
さ

ず
。
但
だ
有
を
遮
す
る
を
以
て
、
故
に
名
づ
け
て
無
法
と
為

す
。
若
し
実
に
無
法
有
ら
ば
則
ち
名
づ
け
て
有
と
為
す
。
是

の
故
に

一
切
法
は
有
相
な
り
と
説
く
。

最
初
の
問
い
は

「若
し
皆
空
な
ら
ば
、
何
を
以
て

一
切
法
の

種
々
の
名
字
を
説
く
や
」
(二
九
四
b
)
と
い
う
の
と
同
じ
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(
15
)

(
16

)

　

18
)

　

17
)

で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら
無
法
で
あ
る
な
ら
ば
取
り
付
く
し
ま

も
な
い
。
た
だ
有
を
遮
遣
し
否
定
す
る
た
め
に
、
皆
空
、
無

法
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
無
法
が
実
有
な
ら
ば
、
無
法

は
有
と
な

っ
て
し
ま

い
、
空
を
説
く
こ
と
は
無
意
味
と
な

る
。
ど
こ
ま
で
も
有
と
の
相
侍
関
係
に
お
い
て
成
り
立

つ

(「無
は
有
に
因
り
て
生
ず
」
六
二
五
b
)
の
で
あ
る
か
ら
、

一
切
法
は
有
相
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
の

も
と
で
は
、阿
毘
達
磨
の
教
学
は
そ
の
ま
ま
有
効
と
な
ろ
う
。

前
に
引
用
し
た
起
信
論
の
文
中

「智
体
は
不
動
に
し
て
」
と

い
う
の
は
ま
さ
に
こ
の
不
動
心
の
あ
り
さ
ま
を
い
う
の
で
あ

る
。

智
度
論
九
十
に
い
う

「菩
薩
摩
詞
薩
の
性
空
波
羅
蜜
を
行
ず

る
と
き
、
色
等
諸
法
の
相
の
若
し
く
は
空
な
る
若
し
く
は
不

空
な
る
を
壊
せ
ず
。
何
を
以
て
の
故
ぞ
。
是
の
色
の
性
空
の

相
は
色
を
壊
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
謂
う
所
は
、
是
れ
色
是
れ
空

(「是
色
是
空
」
色
そ
の
も
の
が
空
に
外
な
ら
な
い
)
な
る

な
り
」
(六
九
五
b
)

注

(14
)
参
照
。

智
度
論
九
十
に
引
く
経
文
に
い
う

「第

一
義
中
に
は
色
有
る

こ
と
無
し
、
乃
至
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
有
る
こ
と
無
く
、

亦
た
阿
褥
多
羅

二
貌
三
菩
提
を
行
ず
る
者
無
し
。
是
れ

一
切

法
は
皆
な
世
諦
を
以
て
の
故
に
説
く
。
第

一
義
に
は
非
ざ
る

な
り
」
(六
九
五
c
)
。
ま
た
九
五
に
い
う

「須
菩
提
よ
、
是

(
19
)

(
20
)

(21
)

の
有
為
法
と
無
為
法
と
は
、
是
の
二
法
は
不
合
不
散
に
し
て

無
色
無
形
、
無
対
に
し
て

一
相
所
謂
る
無
相
な
り
と
は
、
仏

は
亦
た
世
諦
を
以
て
の
故
に
説
き
、
第

一
義
を
以
て
す
る
に

は
非
ず
。
何
を
以
て
の
故
ぞ
。
第

一
義
中
に
は
身
行
無
く
、

口
行
無
く
、
意
行
無
き
も
、
亦
た
身
口
意
行
を
離
れ
て
は
第

一
義
を
得
ざ
れ
ば
な
り
」
(七
二
五
c
)

智
度
論
九
五
に
い
う

「余
処
に
説
く
ら
く
、
二
法
は
是
れ
凡

夫
法
に
し
て
、
不
二
法
は
是
れ
賢
聖
法
な
り
と
。
毘
摩
羅
詰

経
の
不
二
入
法
門
中
に
説
く
が
如
し
」
「
諸

の
賢
聖
は
無
二

法
を
讃
歎
す
る
と
錐
も
、
著
せ
ざ
る
が
為

の
故
に
、
是
の
法

を
用
い
て
得
道
得
果
す
。
是
の
法
を
用
い
て
無
道
無
果
な
る

は
即
ち
是
れ
戯
論
な
り
。
無
戯
論
は
是
れ
平
等
法
な
り
」
(七

二
七
a
)。
注

(13
)
参
照
。

智
度
論
九
十
に
い
う

「若
し
無
明
の
因
縁
更
に
其
の
本
を
求

む
れ
ば
、
則
ち
無
窮
に
し
て
、
即
ち
辺
見
に
堕
し
て
浬
葉
道

を
失
せ
ん
。
是
の
故
に
応
に
求
む
べ
か
ら
ず
。
若
し
更
に
求

む
れ
ば
則
ち
戯
論
に
堕
す
、是
れ
仏
法
な
る
に
は
非
ず
」
(六

九
七
a
)

『庭
訓
往
来

句
双
紙
』

一
八
二
頁
。


