
艦
系
亡
し
て
の
東
洋
融
…秘
圭
義
序
説

「
ウ
パ

ニ
シ
ヤ

ツ
ト
」
の
紳

秘

主
義

に
就

て

口

,

横

山

義

孝

(
一
)「
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
経
験
に
就
て

私

は
序
論
四
に
於
て
極
く
大
膿
で
は
あ

つ
た
が
、

ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
に
關
す
る
種
々
な
る
注
意
書
を
淺
し
た
し
、

甚

だ
淺
薄
で

は
あ
る
が
私
の
眼
に
映
じ
た
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
焦
黙
を
指
摘
し
た
。
叉
其
の
爲

に
は
梵
や

ア
塗
ト

マ

ン
の
重
大
な
る
人
物
書
を
す
ら
抹
殺
す
る
が
如
き
不
遜
を
竜
敢

て
し
た
。
①

私

は
其

の
責
を
償

ふ
爲
に
此
の
部

で
は
、
認
識
な
き
認
識

と
は
如
何
な
る
竜
の
で
あ
る
か
、
或

は
精
棘

の
自
畳
の

眞
意

は
秦
邊
に
あ
る
か
を
探
究
し
、
若
も
其

の
境
地
が
太
陽

の
常
恒
の
光
に
包
ま
れ
禿
世
界
で
あ
る
な
ら
ば
、
其
の

赫

々
た
る
光
彩
を
以
て
再
び
梵
や
自
我
を
爲
し
出

き
ね
ば
な
ら
な

い
し
、
其
の
奥
義
が
梵
天
よ
わ
生
主
、
生
主
よ
釦

ヤ
ヌ
に

マ
ヌ
よ
り
其

の
後
齎
た
る
人
類
に
傳

は
り
、
假
令
水
に
園
設
れ
た
る
世
界
に
金
銀
財
寳
を
以

つ
て
充
す
竜
、

縄

に
婆
羅
門

の
長
子
か
信
頼
せ
ら
れ
た
る
弟
子
以
外

に
は
、
知
ら
し
む
べ
か
ら
ざ
る
竜

の
②
な
ら
ば
、
其

の
禁
戎

を

「
ウ
バ

昌
シ
ヤ

ッ
ト
」
の
紳
秘
主
一義

に
就

て

(四

三
)
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「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(四
四
)

破

つ
て
も
、
吾
々
民
衆
の
財
寳
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

私

は
嚢

に
超
越
的
な
る
も
の
は
勿
論
、
あ
る
と
言
は
れ
る
も
の
は
線
て
認
識
さ
れ
て
あ
る
と
言

つ
た
。

今

カ
ン
ト
の
言
葉
を
假
る
な
ら
ば
、
吾
々
の
認
識
限
界
は
物
自
髄
が
時
間
塞
間
を
通
じ
て
主
観
に
映
じ
て
假
現
し

禿
所
謂
現
象
界
に
限
ら
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
以
外
に
は

一
歩
竜
認
識

は
不
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
從

來
超
越
的
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
尤
も
の
も
、
彼
に
依
つ
て
猫
断
的
形
而
上
學
と
し
て
已
に
却

け
ら
れ
て
し
寮

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か

く
吾

々
の
認
識

は
輩
に
物
自
膿
と
主
観
と
の
中
間
な
る
個

々
雑
多
な
る
現
象
界
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
以
上
、

カ
ン
ト
が

認
識
論
上

コ
ペ
ル

ニ
ク
ス
的
韓
回
に
依

つ
て
從
來
の
威
畳
圭
義
を
離
脱
し
た
か

の
如
く
見

へ
る
も
、
主
観
と
客
観
と

は
依
然
と
し
て
樹
立
し
、
其
の
問

の
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
障
壁

に
依

つ
て
眞
に
吾
々
は
實
在
を
把
握
す

る
こ
と

は
不
可

能

な
こ
と
＼
な

つ
た
の
で
あ
る
。

之
れ
は
カ
ン
ト
が
眞

の
主
観
と
眞
の
客
観
と
を
全
然
異
な

つ
た
も
の
と
し
π
結
果

陥
ち
入

つ
た
映
黙
で
あ
る
。
若
し
吾

々
に
し
て
カ

ン
ト
の
二
元
論
の
敷
説
に
災

ひ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
輩
な
る
實
在
の

稀
薄
な
る
影

の
認
識

に
支
配
せ
ら
れ
て
、
嘗

て
ア
リ
ヤ
人

の
歌

つ
た
如
く
草
葉
よ
蚤
草
葉

へ
の
輪

廻
の
旋
路

の
苛
噴

に
泣
か
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
。
果
し
て
吾
々
は
か
＼
る
悲
哀
多
き
晋
曲

に
耳
を
傾
け
得

る
だ
ら
う
か
。
否
な
吾

々
は
勿
論
、
殊

に
宗

敏
的
氣
分
に
充
満
し
た
印
度

ア
リ
ャ
人
の
耐

へ
得
や
う
筈
が
な

い
。
彼
等

は
煩
悶
に
煩
悶
を
重
ね

禿
結
果
個

々
認
識
に
依
る
情
意
の
結
縛
を
破

つ
て
眞
實
在

の
認
識
に
成
功
し
、
自
信
あ
る
言
葉
「
賢
明
な

る
婆
羅
門
は

唯

だ
≧
れ
の
み
を
認
識
し
て
其
の
慧
を
作
る
べ
し
、
多
々
の
言
語
を
思
念
す

る
勿
れ
。
」
と
高
ら
か
に
叫
ん
で
ゐ
る
。

碇

○



然
ら
ば
彼
等
が
到
達
し
π
世
界
は
如
何
な
る
庭
で
あ
る
の
か
。
祭
皮
衣
仙

は
此
の
境
地
を
か
く
語
る
。

「
そ
之
に
彼
が
何
も
の
を
も
見
ざ

る
時
も
、
假
令
そ

の
時
見
ざ
る
も
、
彼
は
實

に
見

つ
＼
あ
る
な
参
。
何
と
な
れ

ば
、
見
者
に
は
見
の
間
断
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
り
。
彼
は
不
滅
な
る
が
故
に
、
き
れ
ど
其
威
に
第
二
(
相
封
)
と
謂

ふ
べ
き
も
の
な
く
、
彼
よ
り
も
他
に
彼
が
見
得
べ
き
別
物
な
け
れ
ば
な
り
。
」紛

勿
論

こ
の
世
界
は
カ
ン
ト
の
中
間
的
現
象
界
で
竜
な
け
れ
ば
、
吠
陀

の
古

い
紳

々
の
世
界
で
竜
な

い
。

若
し
言

ひ
得
る
な
ら
ば
精
紳
が
精
瀞
そ
れ
自
膣
を
内
面
的
に
造
螢
し
て
主
客

の
封
立
を
絶
し
尤
實
在

の
世
界
で
あ

る
ρ
所
謂
實
在
と
は
物
自
膿
の
如
き
超
越
的
な
る
も
の
で
は
な
く
、
主
客
合

一
し
箆
精
紳
の
自
畳
境

を
指
示
す
る
の

で
あ
る
。
蕪
で
は
見
る
主
観
と
か
見
ら
れ
る
客
観
と

か
は
な

い
。

見
る
主
親
即
見
ら
れ
る
客
観
で
あ
り
、
見
ら
れ
る

客

観
帥
見
る
圭
観

で
あ
る
。
「
見
者
に
は
見
の
間
断
あ

る
こ
と
な
し
」
と
か
「
そ

し
に
第
二
と
謂
ふ
べ
き
竜
の
な
し
」
と

か
は
正
し

く
か

＼
る
意
味
を
携

つ
て
ゐ
る
。
然
し
て
か
＼
る
精
紳
の
自
畳

の
立
場
に
於
て
は
見
ら
れ
る
客
観
は
何
で

あ

つ
て
も
構

は
な

い
。
そ
れ
が
暫
時
的
な
現
象
で
あ

つ
て
も
、

叉
牛
永
及
的

の
存
在
で
あ

つ
て
も
問
ふ

所

で

は

な

い
。
唯
だ
精
紳
の
集
中
が
あ
る
の
み
で
あ

つ
て
、
集
中
せ
ら
れ
た
る
月
は
巳
に
常
識
的
な
月

で
な

く
、
集
中
し
た
精

紳

は
已
に
生
理
的
な
る
眼
で
は
な

い
。
叉
二
者
は
能
受

の
關
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
月
乃
至
眼
の

一
者
が
實
在
す
る

の
み
で
あ
る
。
月
實

在
す
る
時
眼
實
在
せ
ず
、
眼
實
在
す
る
時
月
實
在
せ
ず
、
況
や
其
の
間
に
他

の
介
在
を
許
さ
な

い
。
か
く
の
如
き
見
者
は
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
あ
ち
≧
ち
に
語
ら
れ
て
ゐ
る
様
に
見
聞
畳
知
の
直
接
機
關
で
は
な
く

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(四
己五
)

63



「ウ
パ
晶
シ
辛
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(四
六
)

却

つ
て
其

の
奥
に
あ
る
主
膿

で
あ
り
能
動
者
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
普
遍
唯

一
な
る
繕
封
實
在
で
あ
る
。
と

は
言

へ
此

の
主
膿
を
生
理
的

乃
至
心
理
的
の
根
本
機
關

と
誤
解
し
て
は
な
ら
な

い
。

む
し
ろ
其

の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

然
も
此
の
主
膿

は
假
想
的

の
も
の
や
抽
象

的
の
竜
の
で
は
な

い
。
最
竜
具
膿

的
な
事
實

で
あ
る
。
何
者
ば
此
の
主
膿

は
客
観
封
象
と
何
等
異
る
所
が
な
く
、
假

へ
ば
眼
實
在
す
る
時
月
な

く
、
月
實
在
す
る
時
眼
が
無

い
か
ら
で
あ
る
。

か

、
る

一
者

は
時
間
塞
問
因
果
を
超
越
し
て
ゐ
る
が
故
に
自
由
で
あ
る
。
形
相
な
き
が
故
に
拘
束
な
く
色
彩
竜
な

い

生
死
の
彼
方
に
あ
る
が
故
に
死
な
く
不
死
な
し
、
然
し
死

の
主
膿

で
あ
る
と
同
時
に
不
死

の
主
膿

で
あ

る
。
か
＼

る
精
紳
の
自
畳
境
を
或
る
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ヅ
ト
で
は
次
の
如
く
高
調
し
て
ゐ
る
。
「
唯
だ
合

一
的
に
の
み
観
じ
得
べ
し
、

之
の
自
我
は
實

に
不
可
知
な
り
、
常
佳
な
り
、
無
縛
な
り
、

空

の
外
に
存
す
、
不
生
な
り
、

偉

大
な
り
、

常
恒
な

り
。
」
と
。
以
上
の
論
述
に
依

つ
て
自
畳
せ
る
純
精
紳
の
境
外
を
語
り
、
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
神
秘
圏
の
序
説
を
述
べ

禿
や
う
に
思
ふ
故
、
更

に
丈
書
を
渉
…猟
し
て
明
白
に
書
き
出
し
て
み
た

い
。

前
述
の
如
く
純
精
神
は
徹
頭
徹
尾
自
畳

に
基
礎
を
置
き
其
の
當
髄

に
於
て
は

一
者
に
集
中

さ
れ
た
る
精
紳
の
赫

々

た
る
光
彩
の
み
で
あ
つ
て
、
内

か
ら
し
て
言

へ
ば
精
紳
が
確
固
不
動
の
安
静
に
息
し
法
爾

の
喜
に
ひ
た
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
る
。
精
紳
が
常
に
か

＼
る
自
己
観
照

の
立
揚
に
お
れ
ば
問
題
で
は
な

い
の
で
あ
る
が
、
吾
々
の
合
理
的
思
考
の
追

究

を
越

へ
た

一
つ
の
活
動
と
し
て
反
省
能
力
を
持
ち
、
精
紳
自
膿
が

「
精
紳
で
あ
る
」
と
言
ふ
根
本
命
題
を
打
ち
立

て
、
無
限
の
自
己
を
有
限

の
自
己
と
し
て
自
己
限
定
を
企
だ
て

る
。
叢
に
於
て
精
紳
は
故
郷
を
捨
て
封
立
の
世
界
に

餌



最
初
の

一
歩
を
印
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
認
識

か
最
初

の
姿

を
現

は
し
意
識
界
の
黎
明
が
訪
ず
れ
始
め
る
の
.

で
あ
る
。

今
精
紳
が
自
己
を
反
省
し
π
最
初
の
段
楷

を
有
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
有

は
認
識
世
界
の
根
源
で
あ
ウ
、
生
成
漫

化
極
り
な
き
世
界
開
展
の
契
機
を
持

っ
最
も
根
本
的
な
不
可
分
の
存
在

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

再
言
す
れ
ば
有

は

精
紳
自
騰

の
直
接
な
る
反
省
で
あ
る
限
う
最
も
直
接
的
で
あ
り
、
普
遍
必
然
的
認
識
王
観
で
あ
る
と
言
は
れ
る
。
從

つ
て
全
意
識
界
　は
此

の
並
日
遍
必
然

の
認
一識
主
観
有
に
依

つ
て
経
緯
　せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
言

へ
や
う
。

か
く
て

一
度
自
己
を
外
界

に
向
け
π
精
騨
有

は
、
有
自
艦

の
本
性

に
從

つ
て
外
部
世
界
を
構
成
し
て
や
ま
な

い
の

で
あ
る
。

ウ
パ

轟
シ
ヤ
ツ
ト
に
、

「
そ

こ
に
は
車
輔
も
な
く
馴
馬
も
な
く
ま
た
道
路
も
な
し
、
さ
れ
ど
、
車
輔
も
駆
馬
も
遣
路
も
彼
自

こ

れ

を

造

る
、
そ

こ
に
は
獣
喜
も
な
く
、
享
樂
も
な
く
楡
快
も
な
し
、
さ
れ
ど
歓
喜
竜
享
樂
も
彼
自

≧
れ
を
造
る
。
…
…
乃
盃

泉

も
蓮
の
池
も
流

る
、
河

も
、
'彼
自
こ
れ
を
造

る
。
何
と
な
れ
ば
、
彼
自
創
造
主
な
れ
ば
な
り
。
」
㈲
と
語

つ
て
ゐ
る
。

か
く

の
如
く
有
自
盟
の
活
動
に
依

つ
て
有
爲
韓
愛

の
個
物
の
世
界
が
構
成
さ
れ
て
行
く
以
上
、
有
を
境
界
と
し
て

世
界

は
二
分

さ
れ
る
鐸
で
あ
る
。

「
梵
の
形
式
は
實

に
雨
様
な
釦
、
有
形
と
無
形
と
な
φ
、
死
と
不
死
と
な
り
、
住
と
行
と
な
り
、
此
有

(
ζ陰
昌
)
と

「
ウ
パ
弓
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
虫
義
に
就
て

(四
七
)

儲



「
ウ
バ

昌
シ
弔
ヅ
ト
」
の
紳
秘
虫
義

に
就

て

(
四
八
)

彼
有

(望

§
)
と
な

ウ
。L
㈲

.

,

帥

ち

一
は
認
識
な
き
認
識
換
言
す
れ
ば
精
紳
が
内
面
的
純
活
動
を
し
て
ゐ
る
世
界
で
あ
釦
、
他
は
精
紳
が
外
面
的

活
動
を
し
て
ゐ
る
世
界
で
あ
る
。
或

は
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
の
用
語
を
以
て
す
れ
ば
、
前
者
は
梵
我
の
世
界
で
あ
参
、

後
者

は
死
の
世
界
で
あ
る
。
更

に
換
言
す
る
な
ら
ば
、
前
者
が
理
論
認
識
を
超
越
し
た
純
眞
の
不
可
分
の
世
界
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
後
者

は
理
論
認
識
の
可
能
な
る
量
的
分
割

の
世
界
で
あ
る
と
言

へ
や
う
。
從

つ
て
後
者
の
認
識

に
依

つ
て
は
前
者
の
認
識

は
不
可
能
で
あ
る
事
を
断
念
せ
ざ
る
を
得

な

い
。
祭
皮
衣
仙
は
か
く
敢

へ
る
。
.

「
禰
は
見
の
見
満
を
見
る
能
は
ず
、
聞

の
聞
者
を
聞

く
能

は
ず
、
乃
至
、
認
識
の
認
識
者
を
認
識
す

る
能

は
ず
、

こ
れ
即
ち
爾
の
我
な
り
。

…
…
…
」
⑥

か
く
の
如
く
、
世
界
が
二
分
さ
れ
て
し
ま

つ
た
以
上
實
際
問
題
と
ル
て
必
ら
ず
便
値
観
が
俘

ひ
、
人
間

の
意
識

は

勿
論
生
活
檬
式
す
ら
愛

へ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
叉
精
紳

の
自
豊
と
言
ふ
黙

か
ら
考

へ
て
み
て
も
此
の
事
は
う
な
づ

け
る
こ
と
で
あ

つ
て
、
精
紳
が
純
粋
な
る
自
己
法
爾
の
生
活
を
捨
て
＼
雑
多

な
戚
畳
界
に
沈
潜
す

る
亭

は
實
に
不
粛

な
出
來
事
で
あ
る
。

「
盲
闇

に
依
て
掩

は
れ

た
る
こ
れ
ら
の
世
界
は
非
樂
と
名
づ
け
ら
る
。
」
①

私
は
以
上
の
論
述
に
依
て
純
精
紳
が
如
何

に
し
て
個
々
雑
多
な
意
識
界
を
構
成
し
て
行
く
か

の
経
路
を
示
し
、
純

精
騨
界
が
意
識
界
と
は
質
を
異
に
し
て
ゐ
る
事
を
明
に
し
た
以
上
、
梵
我
の
世
界
は

一
鵬
如
何
な

る
も
の
か
を
示
δ



な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
然
し
其
の
世
界
は
我
々
の
認
識
が
及
ば
な

い
以
上
、
論
理
に
依

つ
て
云
爲
す
る
事
が
出
楽
菰

い
の
で
あ

つ
て
、
禮

に
梵
我
の
境
界
を
實
践
或

は
飛
躍
の
深

い
溝
渠
の
彼
方
か
ら
指
示
す
る
可
能
が
許
さ
れ
る
の
み

で
あ
る
。
從

つ
て
強

い
て
此

の
境
界
を
表
現
ぜ
ん
と
す
る
な
ら
ば
、
此
の
世
の
最
高
級
に
属
す
る
も

の
を
以
て
比
較

す
る
か
、
或

は
其
れ
以
上
有
効
な
表
現
法
は
此
の
世
の
総
て
の
竜
の
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

故
に
ウ
メ

輪

シ
ヤ
ツ
ト
に
於
て
は
重
大
な

る
指
示

は
総
て
否
定
に
依

つ
て
爲
さ
れ
る
。

「
ガ

}
ル
ギ

置
よ
、
そ
は
即
ち
婆
羅
門
衆
が
不
滅
と
名
つ
く
る
所

の
竜
の
な
ウ
、
鹿
に
非
づ
、
細
に
非
づ
、
短
に

非
づ
、
長

に
非
づ
、
紅
な
ら
ず
、
陰
影
な
く
、
黒
闇
な
し
、
乃
至
、
生
氣
な
く
、
門
戸
な
く
、
内
も
な
く
亦
外
も
な

し
…
…
…
。
し
㈹

祭
皮
衣
仙
は
か
く
の
如
く
此
岸
の
認
識
判
断
の
あ
ら
ゆ
る
基
礎
概
念
や
性
質
を
否
定
し
て
し
ま
ひ
、
彼
岸
の
認
識

は
論
理
的
方
法
を
越

へ
別
な
把
握
様
式
を
必
要
と
す

る
こ
と
を
間
者
の
前
に
示
唆
す
る
。

若
し
叉
有

に
依

つ
て
形
成
せ
ら

れ
た
此
岸
が
威
畳
的
混
齪
に
依

つ
て
純
生
命
を
枯
化
し
て
し
ま
う
揚
所
な
ら
ば
、
嗣

「
彼

は
實
に
次
の
特
質
を
有
す
。
欲
望
を
絶
し
、
罪
悪
を
捨

て
、
怖
畏
を
離
る
…
…
…
。」
㈲

又
此
の
境
地
は
衣
の
様

に
も
言
は
れ
る
。
恰
も
相
愛

の
婦
人
に
依

つ
て
抱
か
れ
る
時
内
外
打
成

一
片
し
て
、
・
あ
ら

ゆ
る
威
畳
を
忘
却
す
る
如
く
、

こ
の
璽
が
慧
所
成
の
我
に
依

て
抱
擁
せ
ら
れ
る
時
、
内
外
に
何
物
を
竜
威
知
ぜ
ず
。

「
彼

は
實
に
次

の
特
質
を
有
す
。
そ

の
欲
望
は
已
に
満
足
ぜ
ら
れ
、
そ
の
自
我
、
即
、
欲
望
な
り
。
欲
望
絶
無

に

「
ウ
パ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
.油
門秘
主
㎝義
に
就
て

(四
・九
)



「
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
帥
秘
主
義
に
就
て

(
五
〇
)

し
て
憂
苦
も
亦
絶
無
な
り
。
Lゆ

認
識

を
離
れ
た
る
絶
封
界
の
膿
験
の
當
騰

に
於
て
は
、
相
封

の
総

て
が
否
定
せ
ら
れ
る
。

「
愛
に
至
り
て
は
、
父
も
父
に
非
ず
、
母
も
母
に
非
ず
、
世
界
も
世
界
に
非
ず
、
紳
格
も
紳
格
に
非
ず
、
乃
竃
、
.

沙
門
も
沙
門
に
非
ず
、
行
者
も
行
者
に
非
ざ

る
な
φ
。
善

も
不
随
な
う
、
悪
も
不
随
な
参
。
何
と
な
れ
ば
、
そ

の
時

に
於
て
は
、
彼
は
心
内
の
あ
ら
ゆ
る
憂
苦
を
超
越
し
弛
れ
ば
な
釦
。
」叫

ー

か
く
の
如
く
精
紳
の
自
畳
境
地
に
於

て
は
相
野
的
認
識
を
絶
し
て
ゐ
る
が
故
に
有
と
か
無
と
か
・
有
限
と
か
無
限

と
か
、
梵
と
か
自
我
と
か
は
な

い
。
何
と
な
れ
ば
其
れ
等
は
総

て
認
識
界
に
属
す
る
か
ら
で
あ

る
。
若
し
精
紳
が
有

無
と
か
梵
我
を
認
め
る
と
同
時
に
純

精
紳

の
法
爾
の
姿
を
失
ふ
。
故
に
精
紳

の
自
畳

境
を
假
に
有
無
を
以
て
云
爲
せ

う
と
し
て
竜
有
即
全
有

で
あ
φ
、
無
即
全
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
其
庭
に
は
何
等

の
分
割
さ
れ
る

も

の

は

な

い
。
何
と
な
れ
ば
、
質
は
分
割
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
分
割
さ
れ
る
と
同
時
に
質

を
墾

へ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
"

此
の
境
界
は
か
く
語
ら
れ
る
。

「
我
は
梵
な
6
'。」

..、鍵
討
僧ヨ

頃
轟
ゴ
8
9
騨
の目
剛、、

「
そ
は
即
、
禰
な
り
。
」

《ら馨

貯
9
ヨ

鼠

℃℃

切

此
の
歎
語
は
ウ
パ

晶
シ
ヤ
ッ
ト
全
髄
を
通
じ
て
古
來
核
語
と
し
て
有
名
な
も

の
で
あ

る
が
、
此
の
句

は
決
し
て
超

越
的
な
梵
と
自
我
と
の
同

一
を
意
味
し
π
も
の
で
は
な
く
、
梵
即
我

の
不
可
分
の
髄
験
を
指
示
せ

る
も
の
と
解

さ
な



け
れ
ば
な
ら
な

い
。
從

つ
て
「
即
」
は
時
間

や
空
間
因
果
の
範
疇
杓
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
越
し
た
世
界
の

關
係
を
示
す
竜
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

故
に
次

の
如
く
語
ら
れ
る
。

「
自
我
以
外

に
、
婆
羅
門
族
の
存
在
を
知
る
も
の
を
ば
、
婆
羅
門
族
は
、

之
れ
を
郷
棄
す
ぺ
し
。
乃
至
、
自
我
以

外

に
、

一
切
の
存
在
を
知
る
も

の
を
ば
、

一
切
は
、
こ
れ
を
郷
棄
す
ぺ
し
。
自
我
は
、
即
、
婆
羅
門
族
な
り
。
乃
至

自
我
は
、
帥
、
生
類
な
φ
。
自
我
は
、
帥
、

一
切
な
う
。」
珊(

此
の
文
章
に
於
て
、
「
自
我
即

一
切
」
の
騰
験
を
「
自
我
は
即
ち

一
切
な
卦
」と
論
理
的
理
解
を
な
す
時
、

一
切
は
同

時

に
理
解
者
を
郷
棄

す
る
で
あ
ら
う
。
故
に
精
脾
の
自
畳
の
世
界
に
於
て
は
二
元

の
見
に
立

つ
程
恐
ろ
し

い
も
の
は

な
く
、
そ
れ
よ
φ
起

る
冒
目
的
情

意
程

の
敵
も
な

い
。
故
に
精
紳

の
自
畳

に
法
爾
の
喜
を
喫

し
て
ゐ
る
紳
秘
家
達

は

常
に
自
ら
反
省
し
、
常

に
人
々
に
警
告
を
與

へ
る
。

「
實
に
子
の
愛
の
爲
に
子
を
愛
す
る
に
非
ず
、
唯
自
我

の
愛
の
爲
に
子
を
愛
す
る
の
み
、
乃
至
、
實
に
生
類
の
愛

の
爲
に
生
類
を
愛
す
る
に
非
ず
隔
唯
自
我
の
愛

の
爲
に
生
類
を
愛
す
る
の
み
、

マ
イ
ト

レ
君
イ
f
よ
、
儒
宜
し
く
自

我
を
覗
る
べ
し
、
自
我
を
顧
み
る
べ
し
。
實

に
自
我
を
観
る
事
、
自
我
を
知
る
こ
と
に
依
て
、

こ
の

一
切
(
宇
宙
)
は

知
了
し
得
べ
し
。
」
均

以
上
に
於
て
私
は
ウ
パ

晶
シ
ヤ
ッ
ト
の
本
質
た
る
紳
秘
輕
験
の
境
地

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
祭
皮
衣
仙

「
ウ
バ
ニ
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
[主
皿義
に
就
て

(
五
一
)



「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
脚
秘
主
義
に
就
て

(
五
二
)

が
安
静
の
裏

に
語
る
言
葉

に
耳
傾
け
つ
、
、
漠

然
と
は
し
て
ゐ
る
が
其
の
輪
廓
の
み
は
薔
き
絡

つ
た
様

に
思
は
れ
る
o

然
し
乍

ら
未
だ
私
は
祭
皮
衣
仙
の
言
葉
と
し
て
最
も
重
要
な
と
思

は
れ
る

も
の
、
髄

か
全
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
を
通

じ
て
僅
か
四
五
回
し
か
語
ら
れ
て
ゐ
な

い
と
思

は
れ
る
或
る
提
示
に
鯛
れ
て
ゐ
な

い
。
其
の
言
葉
は
祭
皮
衣
仙

が
梵

我
の
騰
験
を
語

つ
た
う
ち
で
最
竜
短
か
く
、
叉
最
も
大
切
な
ら
し
く
見

へ
る
。

「
今

こ
れ
よ
り
「
日
、
非
、
日
、
非
、
」
(ま
けぢ
08

の
教
示
あ
る
べ
し
、
何
と
な
れ
ば
、
「
日
、
非
、
」
と
言
ふ

こ
の
教

示
よ
り
他
に
、

一
層
高
伺
な
る
も
の
存
せ
ざ
れ
ば
な
釦
。
L
瑚

此
の
「
日
、
非
、
」

は
私
が
先
に
引
用
し
だ
諸

句
は
勿
論
の
事
、
全
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
に
散
在
し
て
燈
験
を
語

る
章

句
が
與

へ
る
く
ど
く

し

い
解
読
的
氣

分
に
比
し
て
、
最
も
直
接
的
に
し
て
騰
験
自
燈
其
の
ま
＼
提
示
し
て
ゐ
る
か

の
や
う
な
氣
分
を
與

へ
る
。

-

祭
皮
衣
仙
は
か
く
語

る
。

「
こ
の
我

は
唯
だ

「
非
、」
「
非
、
」
と
説
き
得
べ
き
の
み
、
彼
は
不
可
得
な
ク
。
何
と
な
れ
ば
彼
は
捕
捉
し
得
べ

か

ら
ざ
る
が
故
に
、
乃
至
、
彼

は
無
縛

な
参
。
自
振
動
せ
ず
、
殿
害
を
受
け
ず
。
L
埆

こ
の
「
非
、
非
」
な
る
言
葉
は
輩
に
前
掲
の
諸
句
の
如
く
、
紳
秘
経
験
の
當
燈
や
其
れ
が
此
の
世
の
認
識
外
に
あ
る

事
を
示
さ
ん
と
し
て
現
象
性
を
否
定
す
る
煩
雑
な
表
現
に
比
し
て
、
最
も
短
か
く
示
し
た
も
の
と
の
み
解
し
て
よ

い

か
。
或
は
大
な
る
肯
定
の
爲
の
方
法
論
的
否
定

で
あ
ち

か
。
私
は
か
や
う

に
解

す
ぺ
き
で
は
な

い
と
信
ず
る
。



吾
々
は
主
客
な
き
謄
験
の
世
界
を
語
る
言
葉

と
し
て
種

々
引
用
し
た
語
句
が
、
概
念

に
表

は
す
以
上
避
く
べ
か
ら

ざ
る
竜
の
と
し
て
陥
入

る
矛
盾
、
帥
ち
精
紳
の
自
豊
境
を
其
の
儘
表
現
せ
ん
と
し
て
却

つ
て
、
精
騨
の
第

一
の
反
省

禿
る
有

の
境
地
を
指
示
し
て
ゐ
る
か
の
如
く
威
ぜ
ら
れ

＼
ば
し
な

い
か
。
殊

に
古

い
現
識

を
持

つ
梵
我
を
以
て
究
覧

の
自
畳
を
示
す
時
、
殊
に
甚
だ
し
き
矛
盾
を
威
じ
は
し
な

い
か
。
換
言
す
れ
ば
梵
我
を
以
て
精
紳
の
自
畳
を
表
現
せ

ん
と
す
る
時
「
其
の
指
示
す
べ
き
を
指
示
し
得
ず
反
勢
に
梵
我
を
意
識
界
構
成

の
第

一
原
因
距
る
有
の
假
面
で
あ
る

如

く
威
じ
さ
す
で
は
な

い
か
。
瑚

此

れ
は
企
劃

の
大
な
る
矛
盾

で
あ
う
、
混
観
で
あ
る
。
然
ら
ば
か
、
る
矛
盾
困
齪
を
避
け
て
精
紳
の
自
畳
を
直
接

示

し
得
る
道
が
あ
る
か
じ
若
し
あ
う
と
す
れ
ば
深

い
沈
黙
か
或
は
強

い
て
外
面
に
現
は
す
な
ら
ば
、
威
畳
内
容
を
持

箆
澱
「
非
、
非
」
と
し
て
現
は
す
よ
り
外
に
道
は
な

い
。

こ
の
場
合
「
非
、
非
」
は
表
現
さ
れ
た
竜
の
＼
悲
し
き
蓮
命
と

し
て
荷
ほ
概
念
的
臭
味
を
脱
し
切
つ
て
は
ゐ
な

い
様
な
威
じ
が
す

る
が
、
以
上
の
如
き
意
味
か
ら
徹
底
的
に
無
概
念

と
し

て
墨
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
帥
ち
「
非
、
非
、
」
其

の
儘
膿
験
の
實
相

の
備
な
き
姿
で
あ
参
、

生
滅
性
に
野
し
て
確
實
性
を
、
迷
妄
に
劉
し
て
自
贅

の
赤
裸

々
な
提
示
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
殉

以

上
の
意
昧
に
於

て
、
私
は
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
の
脚
秘
輕
験
の
秘
義
は
實
に
、
「
非
、し
「
非
、
」
の
二
語

に
其
の
眞
相

を
嚢
現
し
叢
し
て
ゐ
る
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
此
れ
に
反
し
其
の
他
の
言
語
は
総
て
此
の
瞠
験
の
實
相
を
表
現
せ

ん
と
し
て
、
無
意
識

の
う
ち
に
註
羅
と
な
う
切

つ
て
し
ま

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
古
ウ
.ハ
ニ
シ
ヤ
ツ
ト
全
巻

「
ウ
.(、昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(五
三
)

71



「
ウ
パ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
棘
秘
主
義
に
就
て

(五
四
)

に
渡

つ
て
語
ら
れ
る
紳
秘
的
言
葉
は
殆
ん
ど
内
面
的
に
は
同

一
圏
内
を
指
示
し
て

お
り
、

何
等
異
端
の
意
昧
を
憺

つ

て
は
ゐ
な

い
と
言

つ
て
よ
か
ら
う
。

唯
だ
私
が
前
段
の
読
明
中
に
其
れ
等
を
種
々
に
案
配
し
た
の
は
、
各
章
句
各

々
異

っ
た
意
味
を
持

つ
て
ゐ
る
か
ら

と
言
ふ
の
で
は
な
く
、
元
の
氣
分
を
少
し
で
竜
多
く
髪
髭

控
ら
し
め
ん
と
し
疫
企
圖
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
考

へ
て
來
る
と
古
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ッ
ト
の
紳
秘
圏
内
に
於
て
は
、
婆
羅
門
の
紳
秘
家
達
が
好
ん
で
其

の

境
地
を
指
示
せ
ん
と
し
て
用
ゆ
る
慣
用
語
の
梵
我
は
、
何
等
超
越
的
形
而
上
學
的
存
立
で
は
な

い
事
が
明
瞭

に
了
解

出
來
た
わ
け
で
あ
る
。
若
し
叉
張

い
て
超
越
と
言
ふ
言
葉
を
弄
せ
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
其

の
梵
我

の
世
界

は
論
理

的

認
識
を
超
越
し
て
ゐ
る
と
言

へ
る
の
み
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
吾
々
が
論
理
的
認
識
態
度
を
棄
却
す
る
こ
と
に
依

つ
て
、

何
人
も
其

の
世
界
の
獲
得
が
約
束
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

叢
に
於
て
再
び
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
経
験
を
表

は
さ
ん
と
し
て
好
ん
で
用

ひ
ら
れ
る
梵
我
を
書
き
出
す
な
ら

ば
、
梵
我
は
即
ち
現
象
に
即

せ
る
精
紳

の
自
畳
を
指
示
せ
ん
と
し
禿
慣
用
語

(
表
現
さ
れ
禿
以
上
有

の
假
面
を
装
ふ

て
ゐ
る
が
如
く
見

へ
る
が
)
で
あ
る
と
言

へ
や
う
。

然
ら
ば
何
故
精
紳
の
自
畳
境
が
梵
我
に
依
て
指
示
さ
れ
る
に
至
つ
た
か
讐
最
後

の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

≧
れ

を
解
決
す
る
鍵

は
、
當
時
の

一
般
宗
敷
界

の
塞
氣

及
び
室
前
の
禮
験
を
成
就
す
る
に
至

つ
た
動
機
や
過
程
を
考

へ
れ

ば
了
解
は
左
程
困
難

で
は
な

い
。
當
時
の

一
般
宗
敏
界
の
風
潮
は
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ヅ
ト
を
播
け
ば
、
直
ち
に
判
る
如
く



宋

だ
祭
儀
神
學
の
領
域
を
脱
し
て
は
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
殊

に
古
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
の
古

い
部
分
、
普
通

ア
す
ラ

ニ

,
ヤ
カ
に
薦
す
る
と
言

は
れ
て
ゐ
る
部
分
に
は
、
沫
亥
意

V
現
識
が
盛
に
呼
吸
を
し
て
ゐ
て
、
殊
に
聖
管
庵

は

(
O
B
)

不
可
思
議
な
紳
秘
能
力

を
持

つ
た
も
の
で
、

之
れ
を
瞑
想
す
れ
ば
現
實
的
欲
望

は
勿
論

の
こ
と
、
禽
ほ
世
界
を
す
ら

獲
得
し
宇
宙
の
秩
序
を
竜
支
配
し
得

る
と
言
ふ
信
仰
が
生
々
し
て
ゐ
る
。

か
＼
る
現
識

は
印
度
人
の
交
替
的
な
宗
敢

性
や
想
像
力
の
旺
盛
か
ら
、
婆
羅
門
敷
内
に
深

い
根
を
持

つ
て
ゐ
る
宗
教

の
中
心
観
念
で
あ
う
、
世
界
観
の
蹄
趣
で

あ
る
梵
と
何
等

の
奇
蹟
も
な
く
結
び

つ
い
て
し
唆
う
の
で
あ
る
。

「
庵

は
梵
な
う
、
庵

は
全
世
界
な
ウ
。」
珊《

か
く
の
如
く
宇
宙
の
根
本
實
在
が
同

一
と
な

つ
だ
以
上
、
そ
れ
等
に
從
属
す
る
宇
宙
の
秩
序
も
亦
同
じ
く
同

噸
と

な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

「
そ
ば
帥
、
梵

に
し
て
そ
は
即
、
光
な
り
。
か
れ
光
は
帥

、
太
陽
に
し
て
そ

は
庵
を
自

相
と
す
る

も

の

と

な
O

澱
。あこ

れ
等
と
別
な
秩
序
と
し
て
梵
書

の
末
期
頃
勢
よ
く
撞
頭
し
て
來
だ
身
謄
機
關
の
分
析
的
傾
向
の
蹄
結
と
し
て
、

機
關

の
最
奥
に
住
し
て
機
關

の
動
力
因
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
だ
生
氣
(℃
筍
心
p
)
も
亦
祭
儀
的
苦
行
(冨
窟
。・)
の
中
に
ウ
ド

ギ

7
タ
(
&
σq
菖

p
)
帥

ち
庵
と
結
合
し
て
し
ま

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
し
か
る
に
此

(
生
氣

)
と
彼
(太
陽
)
と
は
相
似
す
。
此
竜
熱

く
、
彼
竜
亦
熱
し
i

故
に
こ
の
此
と
彼
と
し
て
ウ

.

「
ウ

.(

昌
シ
ヤ

ツ

ト
」
の
紳

秘
主

義

に
就

て

(
五

五

)



「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
"義
に
就
て

(
五
六
)

ド
ギ

「
タ
(
庵
)
を
拝
す
べ
し
。
」
鋤

此
の
文
意
に
現

は
れ
て
ゐ
る
が
如
く
、
祭
儀
苦
行
中
に
諦
す
る
ウ
ド
ギ

}
タ
(
庵
)
を
照
介
と
し
て
、
輩
に
熱

い
と

言

ふ
類
概
念
を
以
て
直

に
生
氣
と
太
陽
と
が
同

一
で
あ
る
事
を
印
度
人
は
断
定
し
て
揮
か
ら
な

い
の
で
あ
る
。
此
の

裏

面
の
意
味
を
考

へ
る
と
生
氣
と
梵
と
が
同

一
で
あ
る
こ
と
を
か
な
う
明
瞭
に
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
故
に
印
度

人

は
直
ち
に
結
論
を
下
す
の
で
あ
る
。

「
梵
を
生
氣
と
し
て
崇
拝
す

る
も
の
ば
、
彼
は
實

に
そ
の
生
命

を
全
ふ
す
べ
し
。
生
氣

は
實
に
有

類

の

生

命
な

り
。
故
に
生
氣

は
二

切
の
生
命
」
と
名
づ
け
ら
る
。し
甥

以
上
の
叙

述
は
極
く
粗
雑
で
思
惟

を
混
齪
さ
す
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
れ
程

ア
置
ラ

昌
ヤ
カ
の
時
代
思
潮

は
實

に

混
沌
複
雑
で
あ

つ
て
梵
、
庵
、
生
氣
が
祭
儀
苦
行
中
に
密
集
し
、
そ
れ
に
現
象
の
秩
序
ま
で
が
結
合
し
て
實
に
雑
多

極
ウ
な

い
の
で
あ
る
。

マ
ツ
ク
ス
、

ミ
ユ
ラ
童
(
竃
P
図
言
ロ
一一〇
『
)
が
吠
陀
の
宗
教
を
交
替
紳
敢

(囚
暮
げ
窪
o
爵
①け
§
)
と

命
名
し
た
の
は
實

に
至
言
で
あ

つ
て
、
叢
で
も
吾
々
は
何
れ
が
翼
の
紳
か
將

た
亦
存
在

か
、
何
れ
が
最
優
の
位
置
を

占
め
て
ゐ
る
の
か
少
し
竜
見
當
が

つ
か
な

い
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
此

の
印
度
意
識

の
特
徴
が
次
の
時
代
に
於
け
る

偉

大
な
る
神
秘
輕
験
の
原
因
と
な

つ
た
も
の
で
、
軍
な
る
思
想

で
は
な
く
確
實
に
自
我
の
基
礎
を
把
握
し
た
ウ
パ

昌

シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
家
達
に
は
、
前
記
の
如
き
混
観
は
少
し
も
無

い
の
で
あ

つ
て
、
其
腱
に
は
又
迷
信
に
充
満
し
た
庵

、

の
勢
力
も
、
驚

く
程

の
魔
力
を
與

へ
る
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
苦
行
も
、
本
質
的
部
分
か
ら
は
薗
ら
滑
去
さ
れ
て
し
ま



ひ
、
偉
大
な
る
精
紳
の
自
畳

た
る
薗
我
と
梵
と
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ

る
。

以
上
要

す
る
に
ウ
メ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
輕
験

の
原
因
動
機
な
る
も
の
は
、
武
士
階
級
が
早
く
自
己

に
目
萱
め
つ

＼
生
理
機
關
の
分
析
に
渡
頭
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
苦
行
に
依
る
庵

の
瞑
想
か
ら
來
る

一
種
の
素
朴
な
る
紳
秘
的
経
験

が
鋤
加

は
つ
て
、
遽
に
純
粋
な
る
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
自
畳
に
到
達
し

た
も
の
で
あ

つ
て
、
鋤
彼
等
は
此
の
膿
駒
を

`

(

圭
観
側
に
因
ん
だ
名
繕
即
ち
「
自
我
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。
然
ら
ば

叉
何
故
其
の
輕
験
が
梵
と
も
呼
び

な

さ
れ
る
か
の
疑
問

は
、
藪
に
再
言
す

る
迄
も
な
く
前
述
の
ア
重
ラ

ニ
ヤ
カ
の
意
識
が
充
分
語

っ
て
く
れ
る
し
、
祭

儀

の
中
心
観
念
と
し
て
確
實
の
座
を
當
時
の
宗
敷
意
識
界
に
占
め
て
ゐ
た
梵
を
、
神
秘
経
験
の
反
省
に
於
て
其
の
境

地
を
梵

の
螢
露
と
信
ず
る
の
竜
當
然
な
事

で
あ
つ
て
、
恰
竜
ク
リ
ス
ト
藪
紳
秘
家
が
紳
秘
輕

験
を
と
竜
す
れ
ば
紳
に

托

さ
ん
と
す
る
態
度
を
思

へ
ば
這
般
の
滑
息
を
納
得
し
得
ら
れ
る
筈

で
あ
る
。
論
述
は
繁
雑
に
流
れ
た
が
結
局
私
が

言

は
ん
と
す

る
所
は
、
古

ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
重
大
な
る
紳
秘
圏
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
梵
我
は
、
よ
し
梵
が
本
來
祭

儀
神
學
に
薦
し
て
ゐ
る
も
の
に
せ
よ
、
或
は
叉
自
我
が
毅
生
の
歴
史
の
上
か
ら
入
格
の
最
奥
に
住
し
て
人
格
を
支
配

す
る
と
言
ム
内
在
的
實
艦

の
氣
分
を
附
與
す
る
に
し
て
も
、
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
本
質
に
語
ら
れ
る
梵
我
は
断
じ
て

左
様
に
解
す
べ
き

で
な
く
、
正
し
く
精
騨
の
自
畳
境
地
を
指
示
し
て
ゐ
る
と
解
す
ぺ
き
事
を
主

張
せ
ん
と
す
る
の
で

あ
る
。

若
し
此
の
黙
を

一
歩
で
も
踏
み
出

せ
ぱ
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
本
質

は
把
握
出
來
な

い
様
に
思
は
れ
る
。

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
諦岬
{秘
主
義
に
就
て

(
五
七
)

75



(15)(14)(13)(12)(11)(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3) (2)(1)

「
ウ

バ

轟
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
神
秘
主
義

に
就

て

序

論

四

、

註

一
屡

照

。

チ

ヤ

ン

ド

、

ウ

パ

、

三

、

一

一
、

三

以

下

、

八

、

一
五

、

一

プ

リ

ハ

ツ

ド

、

ク

パ

、

四

、

三

、

ご

三

同 同 同 同 同 同 同 同

 

序

一
註
八
前
出

同同同

四

、

三

、

一
〇

、

及

び

四

、

三

、

九

参

照

。

ご

、

三

、

一

三

、

四

、

二

四

、

四

、

一

一

一『

八

、

八

四

、

三

、

一
=

四

、

三

、

二

一

四

、

三

、

二

二

、

一
、

一 亀 ●騨一■の

、 、

四
、

六 五
、

四
、

山
ノ、

四

、

五

、

六

。

(
近
八
)

76



(17)(16)(18)(21)(20)(19)(23)(22)

同

四
、
二
、
四
、

四
、
四
、

二
二
、

四
、
五
、

一
五
、

三
、
九
、
二
六

圭
客
な
き
髄
験

の
當
騰

を
示
さ
ん
と
し
て
、
更
的
に
概
念
内
容

の
多

い
梵
我
を
用
ひ
る
時
、
殊

に
肯
定
的

一
面

を
強
調
す
る
時
、
例

へ
ば
「
こ
の
我
は

一
切
有
類
の
王
者
な
ウ
。

一
切
有
類

の
圭
梅
な
蚤
」
の
句
に
於
て
は
梵
我

は
恰
竜
超
越
的
な
る
竜
の
、
換
言
す
れ
ば
私
が
言
ふ
「
有
」
の
立
場
を
取

つ
て
ゐ
る
か
の
如
く
威
じ
ら
れ
る
が
、
}

梵
我
の
ウ
パ
に
於
け
る
本
質
的
意
味

は
髄
鹸
そ
の
竜
の
を
指
示
し
て
ゐ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

ぜ

童
ム
ス
「
宗
敏
経
験
の
諸
相
」
五

一
一
頁
及
び
オ

ル
デ

ン
ペ
ア
セ
の
こ
れ
に
封
す

る
見
解
は
異
な

つ
て
ゐ
る
。

爾
ほ
維
摩
の
「
黙
」
と
灘
宗

に
於
け
る
「
無
」
と
を
併

せ
て
考

へ
て
欲
し

い
。

タ
イ
テ
ィ
リ
誓
ヤ
、

ウ
.ハ
.

一
、
八
、

一

÷

イ
ト
ラ
奮
ヤ
ナ
、
ウ
パ
、
六
、
三

チ
ヤ
ン
ド
、
ウ
.ハ
、

一
、
三
、
二

偉
ほ
ウ
ド
ギ

鷺
タ
に
宇
宙

の
秩
序
が
擾
せ
ら
れ
て
行
く
有
様
は
チ

ヤ
ン
ド
、

ウ
パ
第

一
編
、
其
の
他
の
ウ
メ
各

所

に
散
見
す
る
。

タ
イ
テ
ィ
リ
「
ヤ
、

ウ
パ
、
二
、
三

吾

々
は
不
意
に
或

は
何
等
か
の
動
機
に
て

一
時
言
語
に
あ
ら
は
せ
な

い
喜
悦
の
氣
分
や
荘
然
禿
る
氣
分
に
包
ま

れ
る
事
が
あ
る
。
古
代
印
度
人
は
祭
壇

に
備

へ
ら
れ
た
る

ソ
「
マ
を
飲
む
事
に
依
て
、
或
は
タ
メ
ス
を
行
ず

る

「
ウ
バ
畠
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
航
て

(五
九
)

刀



(24)

「
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(山ハ
0
)

事
に
依

て

一
種

の
喜
撹
的
或

は
荘
然
た
る
氣
分
を
昧

っ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。

こ
の
様
な
意
味
を
現

は
さ
ん
と
し

て
「
素
朴
な

る
紳
秘
経
験
」
と
言
ム
言
葉
を
用

ひ
た
の
で
あ
る
。

ゼ
蜜
ム
ス
、
同
書

四
七
七
頁
以
下
参
照
。

然
ら
ば
何
時
頃
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
輕
験
に
到
蓬
し
π
か
、
其
れ
を
指
示
す
る
こ
と
は
問
題
が
問
題
だ
け

　

に
不
可
能
な
事
で
あ
る
。
然
し

シ
ヤ
タ
パ
タ
梵
書
(
GQ
§

娼
舞
冨

臣
諄
舞

醤
)
ご
二
、
七
、

二
に

「
自
存
梵

(
団
冨
げ
ヨ
騨
ω
く
超
騨
ヨ
び
言
)

は
タ
パ
ス
(冨
で
器
)

を
行
ぜ
り
。
而
し
て
以
爲

へ
ら
く
、

タ
パ
ス
に
よ
ウ

て
無
窮
を
得
る
能
は
ず
、
依
て
我
自
身

(
舞
ヨ
9
昼
)
を
萬
有
に
奉
げ
、
萬
有
を
我
自
身
に
奉
げ
ん
と
。
そ
の
身
を

萬
有

に
與

へ
、
萬
有
を
薗
身
に
奉
げ
た
る
に
依
ウ
て
梵

は
最
上
位
を
得
、
萬
有
を
超

へ
て
優
先
主
宰
の
地
位
を

占

む
る
に
至
れ
う
。
」

と
あ
る
が
、

こ
の
「
我
れ
薗
身
を
萬
有

に
奉
げ
」
は
精
紳

の
自
畳

に
於
て
萬
有
の
鍬
立
を
絶
し
た
所
謂
紳
秘
輕
験

の
當
膿
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
此

の
境
地
は
タ
パ
ス
の
如
き
祭
儀
神
學
に
属
す
る
肉
騰
的
苦
行
で
は
到

達
し
得
な

い
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
叢

に
祭
儀
神
學
の
破
綻
が
現
は
れ
、
同
時
に
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
神
秘
輕

験

へ
の
径
路
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
此
の
句

は
前
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
か
ら
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト

へ
の
宗

藪
意
識

の
韓
向
を
知
る
に
は
大
切
な
文
謹
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

(
二
)

債
値
観
の
韓
向
に
就

て

鴇



「
細
く
遠

く
作
ら
れ
た
る
古
の
道
は
、
今
我

こ
れ
に
鯛
る
。
我
自
ら
≧
れ
を
見
出
せ
う
。
」
①

ウ

パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
騨
秘
家
達

は
審
き
せ
顕
努
力
に
依
φ
、
前
人
が
求
め
ん
と
し
て
求

め
得
ず
、
破
ら
ん
と
し
て

破

り
得
な
か
つ
π
主
客
を
越

へ
た
偉
大
な
る
精
紳

の
自
畳

に
到
達
し
て
思
は
ず
凱

歌
を
學
げ
た
。
か
く
て
世
界

は
二

分

さ
れ
、
世
界
は
樹
立
し
た
。

一
は
認
識
な
き
認
識

の
世
界
、
他

は
認
識

の
世
界
で
あ

る
。
ウ
メ

ニ
シ
ヤ
ツ
型
の
紳
秘
家
逮
が
好
ん
で
用
ゆ
る
語
を

以
て
す
れ
ば

一
は
梵
我

の
世
界
で
あ
り
、
他

は
死
の
世
界
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
前
者
は
分
裂
な
き
精
紳
の
自

受
法

樂

の
世
界
で
あ
ウ
、
後
者
は
認
識
封
立
に
依
る
精
神

の
混
齪

の
世
界

で
あ
る
。
か
く
の
如
く
世
界
が
明
瞭
に
封
立
を

示
す
以
上
、
人
間
意
識

の
必
然
の
過
程
と
し
て
殊
に
其
れ
が
宗

敏
圏
内

の
出
來
事
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
債
値
観
が
結

び

つ
き
有
限
無
限
、
.溝
滅
常
住
、
死
不
死
、
苦
樂
、
輪
廻
解
脱
等
の
憤
値
観
念
が
各
々
異
な

つ
た
秩
序
に
加
携
し
て

互
に
敵
醜
し
合
ふ

の
で
あ
る
。

「
我
々
は
現
世
に
在
O
な
が
ら
尚

こ
れ
を
知
釦
得
べ
し
。
禰

も
し
≧
れ
を
知
ら
ざ
れ
ば
、
そ

の
破
滅
や
實

に
大
な

ら
ん
。

之
れ
を
知
れ
る
入
々
は
不
死
た
る
べ
し
。
さ
れ
ど
、
そ
の
他
の
も
の
は
唯
苦
櫛
に

の
み
沈
裟
ん
。
」
⑯

か
く
し
て
印
度

ア
リ

ヤ
人
は
嘗

て
知
ら
な
か

つ
た
憂
欝

の
塞
氣
中
に
投
げ
込
ま
れ
、
顔
色

は
蒼
白
に
愛
じ
、
日
夜

死
や
輪
廻
の
恐
怖
に
戦
き

つ
＼
專
念
此
の
世
を
去

つ
て
、
彼
岸

に
寂
静
の
安
樂
を
見
出
さ
ん
と
闇
黒
の
う
ち
に
も
が

き
始
め
た
の
で
あ
る
。
此
れ
が
千
古
の
謎
を
解
き
得
禿
ウ
メ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
喜
悦

の
反
面
で
あ
る
。

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
一義
に
就
て

(
六
一
)

伽
、



「ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(六
二
)

昔
自
然
現
象
の
美
に
陶
醇
し
、
紳
め

偉
大
な
る
恩
寵
を
鳳
じ

つ
、
讃
美
し
、
子
孫
の
繁
榮

を
希

ひ
家
畜

の
増
殖
を

希
願
し
た
吠
陀
の
詩
人
や
、
法
典
の
命
ず
る
儘

に
家
庭
祭
を
管
み
、
或
は
祭
官
の
助
力

に
依

つ
て
現
實

の
あ
ら
ゆ
る

よ
き
物
を
熱
望
し
、
死
後
天
界
の
垂

嘱
を
求
め
た
梵
書
の
人
々
や
、
庵

の
瞑
想
㈹
に
現
實
界
は
勿
論
超
自
然

の
カ
を

克
ち
得
鬼
前

ウ
メ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
人
々
達

の
等
し
く
持

つ
て
ゐ
た
現
實
的
執
着
相
が
ウ
メ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
何
虜
に
見

出

さ
れ
る
だ
ら
う
か
。
若
し
見
出
さ
れ
る
も
の
が
あ
れ
ば
、
此

の
世
の
最
も
悪
し
き
死
苦
を
中
心
と
し
禿
渦
巻
と
離

脱
相
と
で
あ
る
。
吠
陀

の
詩
人
達

に
映

つ
た
死
。

「
プ

「
シ
ヤ
ン
(
℃
ゆ
留
昌
)
は
遠
き
路

に
於
て
前
方
に
在

て
備
を
護

る
べ
し
。
善
き
行
あ
る
も

の
、
住
め
る
斯

に
、
ま

た
か
、
る
人
の
行
け
る
虜
に
、
ナ
ヴ
ィ
ト
リ
紳
(
ω
ρ
く
腎
)
は
儒
を
排
置
す
べ
し
。
」
㈲

概
し
て
樂
観
的
で
あ
φ
、
死
後
人

々
は
紳
の
下
に
現
實
界
と
同
じ
く
否
よ
φ
よ
き
生
活
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

叉
彼
等
に
と
り
て
再
生
は
再
死
よ
ウ
も
望
ま
し
き
も
の
で
す
ら
あ
つ
た
。
然
る
に
今
や
何
故
再
生
は
苦
で
あ
O
死
は

闇
黒
の
深
淵
で
あ
る
の
か
。
再
び
元
に
聾

り
梵
我
の
世
界
を
槍
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
幾
度

も
繰
り
返

へ
し

た
事
で
あ
る
が
梵
我
の
世
界
は
相
樹
の
認
識
を
絶
し
た
以
上
、
意
識

の
分
裂

に
依
る
情
意
の
活
動
は
全
く
無

い
世
界

で
あ
る
。
情
意
の
活
動
が
な

い
故
に
迷
妄
、
苦
樂
、
死
不
死
等
に
依

つ
て
精
紳

の
自
畳
は
何
等
混
観

を
受
け
な

い
の

で
あ
る
。
若
し
寸
毫

の
相
樹
の
見
を
起
す
か
、
或
は
自
畳
の
法
悦
を
情
意
的
幌
と
威
つ
る
刹
那
、
精
紳

の
統

一
は
破

ら
れ
、
同
時
に
情
意
の
悪
魔
に
征
服
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。



「
か
の
無
明
(
愚

)を
崇
め
奪
め
る
も
の
は
盲
闇

に
沈

ま
ん
。
明
(
智
)
に
於
て
喜
び
荒

め
る
も
の
は
、
そ
れ
よ
動
も

爾
甚
し
き
闇
黒
に
入
ら
ん
。
」
㈲

此
の
引
章
句

に
依

つ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
「
明
」
と
「
無
明
」
は
新
し
く
螢
見
せ
ら
れ
た
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
世
界

の

爾
極
で
あ
る
。
此

の
明
か
な
個
性
を
持

つ
「
明
」
と
「
無
明
」
と
が
、
從
來
の
祭
儀
紳
學
に
於

い
て
鑑
魂

の
運
命
を
左
右

し
て
ゐ
た
業

(
祭
)
の
権
威
を
打
破
し
て
し
ま

ひ
、
死
と
不
死
、
輪
廻
と
解
脱
を
決
定
す
る
唯

一
の
計
器
で
あ
幽
、

同
時
に
爾
界
の
特
徴
を
な
す
も

の
で
あ
る
。
從

つ
て
「
明
」
の
前
に
は
「
業
」
は
何

の
債
値
も
な
く
、
「
業
」
に
依

つ
て
導

か
れ
る
天
道
や
組
道

へ
の
道
⑥
は
、

「
明
」
に
依
て
達

せ
ら
れ
る
梵
我
の
世
界
と

は
何
等
の
關
係
も
な
く
な

つ
て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
。
況
や
「
明
」
が
個
別
認
識

よ
り
起
る
情
意
的
執
着
相
を
脱
し
て
の
み
得
ら
れ

る
智
で
あ
る
限

り
、
現

實
や
未
來
に
希
望
を
托
し
て
行
は
れ
る
「
業
」
に
不
死
の
宣
言
や
、
解
脱

の
果
報
が
約
さ
れ
る
筈
は
な

い
。
祭
皮
衣
仙

は
か
く
言
ふ
。

「
ガ

書
ル
ギ

置
よ
、
も
し
人
あ
う
、

こ
の
不
滅
を
知
ら
ず
し
て
、
現
世
に
於
て
焼
供
を
奉
げ
、
血
祭
を
爲
し
、
苦

行
を
修
し
、
假
令
歎
千
年

に
及
ぶ
と
も
、

こ
は
そ
の
人
に
向
て
必
終
期
あ
る
べ
し
。
ガ

『
ル
ギ

聖
よ
、
人

の
こ
の
不

滅
を
知
ら
ず
し
て
、
現
世
を
去
る
も
の
は
悲
惨
な
り
。
さ
れ
ど
ガ

君
ル
ギ

「
よ
、

こ
れ
に
反
し
て
、

こ
の
不
滅

を
知

り
て
現
世
を
去
る
も
の
は
紳
聖
な
り
。
」
の

叢
に
於
て
全
く
祭
儀
紳
學
の
観
念
は
打
破

せ
ら
れ
其
れ
に
附
随
す
る

一
切
の
行
法
も
「
明
」
を
獲
得
す
る
手
段
で
は

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
舳
W秘
乱玉
義
に
就
て

(山ハ
三
)

81



「
ウ
パ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(
六
四
)

な
く
な

つ
π
の
で
あ

る
。
更

に
祭
儀
騨
學
の
無
力
を
語

る
言
葉
を
出
そ
う
。

「
叉
、

こ
の
世
に
於
て
業
に
依

つ
て
旛
ち
得
た
る
(内
9。村§
昌
冨
)
世
界
(
果
報
)
が
滅
す
る
期
あ
る
が
如
く
、
か
く
、
.

か
の
世

に
於
て
、
善
行
に
依
て
臓
ち
得
た
る

(勺
后
図
昌
鼠
)
世
界
(
果
報
)
の
滅
す
る
期

あ
り
。
」
㈹

か
く
て
霞
魂
の
嘱

一
の
救
濟
で
あ

つ
た
業
(
祭
)
も
叉
未
來
の
慰
安
虜
も
全
く
失

つ
た
人
問
の
現
實

意
識
に
死
の
影
が
濃

く
塗
釦
上
げ
ら

れ
た
に
何
の
不
思
議
が
あ
ら
う
。
唯
だ
縫
に
頼

む
可
き
は
「
無
明
」
の
雲

の
彼
方
に
隠
見
す
る

「
明
」
の
光
の
み
で
あ

る
。
「
明
」
に
達
す
る
に
は
唯
だ
「
無
明
」
の
雲
を
彿
ひ
の
け
る
方
法
が
残
さ
れ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
然
ら
ば
「
無
明
」

と
は
何

か
。
「
明
」
が
情
意
の
執
着
相

を
脱
し
て
得
ら
れ
る
以
上
、
「
無
明
」
は
情
意
の
執
着
相

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
こ

前
者
が
精
紳
の
自
資
に
於
て
逮
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
後
者
は
精
紳

の
迷
妄
と
言
は
ね
ば
な
ら

澱
。
「
無
明
」
は
か
く
驕

ら
れ
る
。

「
愚
者

は
外
欲
に
随
逐
し
て
、
毬
に
死

の
擬
げ
た
る
縄

に
繋

る
。
賢
者

は
不
死
を
悟
り
て
、

こ
の
無
常
の
世
界
に

於
て
安
住
を
願
求
す

る
こ
と
な
し
。」
⑧

此
の
文
意
が
よ
く
示
す
が
如

く
「
無
明
」と
は
外
欲
に
随
逐
す
る
事
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
精
紳
が
自
分
の
内
面
的

統

一
相
を
破
り
個
劉
界
に
沈
潜
す
る
事
で
あ
る
。
然
ら
ば
無
明
の
う
ち
最
も
根
本
的
で
あ
り
、
死
か
ら
の
開
放
を
癒

否
し
輪
廻
の
苦
を
齎
ら
す
も
の
は
何
か
、
祭
皮
衣
仙
は
か
く
語
る
。

「
ヒ
の
人
我
は
全
く
愛
欲
所
成
な
ウ
。
」
と
、
然
う
人
は
愛
欲

(
国
ゆ
ヨ
ρ
)
の
萌
す
如
く
、
其
の
意
志
を
形
成
し
、
而



し
て
其
の
行
爲
を
實
現
す
。
そ

の
行
爲
を
現
ず
る
に
随

つ
て
、

こ
れ
に
相
鷹
せ
る
果
を
牧
む
。
L
⑩

≧
れ
は
恰
も
金
工
が
黄
金

の
小
部
分
を
把

て
他

の
更
に
新
し
く
更
に
美
く
し

い
形
像
を
造
る
様
に
、
愛
欲
に
紳

δ

れ
た
入
は
肉
身

を
捨

て
た
後
、
父
耐
、
若
く
は
乾
闊
婆
、
若
く
は
天
紳
、
或

は
生
主
、
或

は
梵
、
或

は
他
の
生
類
の

身
格
を
形
成
し
、
業

の
終
結
を
得
れ
ば
、
再
び
其
れ
等
の
世
界
よ
釦
此
の
業
の
世
界
に
蹄

つ
て
來

る
の
で
あ

つ
て
、

『
無
明
』
に
覆

は
れ
泥
人

の
運
命

は
唯
だ
冷
泥

い
苦
の
蓮
績
が
過
現
未
の
三
界
を
通
じ
て
淺
さ
れ
て
ゐ
る
ば
か
り
で
携

る
。
」
叫
故
に
若
し
此
の
苦
を
脱
し
『
明
』
に
蹄
せ
ん
と
欲
す
る
な
ら
ば
自
畳
即
差
別
、
差

別
即
自
壁

の
所
謂
三
昧

の
あ

地

を
味
得

し
、

「
現
世
に
於
て
は
何
も

の
も
別
異
な
る
も
の
な
し
。
現
世
に
於
て
唯
別
異
の
観

を
爲
す
も
の
は
、
煩

に
死
よ
り
死
に
赴
く
べ
し
。
」
拗

の
達
見
か
ら
愛
欲
の
絆
を
絶
ち
切
る
入
に
の
み
死
の
征
伏
が
示
唆
さ
れ
る
。

「
彼
の
心
に
宿
れ
る

一
切
の
愛
欲
よ
り
離
脱
せ
ば
そ

の
時
、
鷹
死
は
不
死
と
な
れ
り
。
愛
に
於
て
彼
は
梵
に
到
逡

す
べ
し
。
,
珊

か
く
の
如
く
「
明
」
と
「
無
明
」
、
「
自
畳
」
と
「
迷
妄
」が
明
瞭
に
甥
立
し
眞
に
無
限
な
る
も
の
、
み
樂
で
あ
釦
、
有

限

な
る
も
の
に
樂
の
な

い
玲
事
が
剣
っ
禿
以
上
、
威
畳
的
欲
望
を
捨
て
＼

「
明
」
に
向
ふ
の
は
人
間
意
識

の
必
然
で
あ

る
。
然
し
乍
ら
肉
騰
が
あ
る
以
上
如
何
に
し
て
欲
望
を
絶
ち
切
れ
る
か
、
若
し
欲
望
を
絶
ち
切
る
な
ら
ば
同
時
に
肉

燈

の
死
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
か
。
然

し
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
人
々
に
今
更
肉
騰

の
破
滅
が
何
の
關
心
を
持

つ
だ

ら
う
か
。「ウ

バ
晶
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
舳
旧秘
主
一義
に
就
て

(六
孟
)



「
ウ
バ
ニ
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
淋
秘
主
義
に
就
て

(
六
六
)

「
善
施
者
、

こ
の
身
膿

は
實
に
死
す
べ
き

も
の
に
し
て
死
に
捉

へ
ら
る
。
≧
は
か
の
不
死
に
し
て
身
燈

な
き
我
の

依
止
虜
な
参
。
さ
れ
ど
身
燈
を
具
す
る
我
は
可
愛
不
可
愛
に
捉

へ
ら
る
。
何
と
な
れ
ば
身
謄
を
具
有
す
る
も

の
に
は

可
愛
不
可
愛
の
離
滅
あ
ら
ざ
れ
ば
な
φ
。
」
瑚

彼
等
に
と

つ
て
は
肉
膿
の

一
時
的
破
壊
よ
り
も
、
細
身

に
業
が
結
縛
し
て
輪

廻
の
橋

上
を
往
來
す
る
方
が
苦
痛
家

の
で
あ

る
。
肉
燈

の
破
壊
に
よ
る

一
時
的
苦
痛
よ
う
竜
、
「
無
明
」
に
捉

は
れ
泥
永
遠

の
苦
に
耐

へ
ら
れ
な

い
の
で
あ

る
。
か
く
て
吾
々
は
世
界
の
歴
臭
に
嘗

て
見
な
か

つ
た
、
現
實
の
痛

ま
し
き
諦
め
か
ら
で
は
な
く
、
「
明
」
の
希
墓
に

'

燃

へ
つ
、
世
界
の
厭
離
を
歌

つ
禿
詩
に
澄
遇
す
る
の
で
あ
る
。

「
も
し
人
あ
り
て
自
我
(》
帥ヨ
即口
)
を
認
識
し
、
「
我
、
帥
、
彼
な
り
」
と
信
ぜ
は
何
も
の
を
望
み
、
何
人

の
願

を
滞

さ
ん
と
て
、

こ
の
肉
身
に
就
て
か
く
醒
齪
…す
る
や
o
L働

叢

に
至

つ
て
彼
等
に
残
さ
れ
た
唯

一
の
關

心
事
は
巳
に
「
業
」
や
「
苦
業
」
が
彼
岸

へ
の
至
幅
を
與

へ
て
く
れ
な

い
以

上
、
如
何
に
し
て
其
れ
に
達
す
る
や
の
方
法
あ
る
の
み
で
あ
る
。
果
し
て
彼
等
は
何
虜
に
駿
見
し
得
て
、

「
見

っ
＼
あ
る
も
の
は
死
を
見
ず
、
病
を
見
ず
、

叉
苦
を
見
ず
。
實
に
見

つ
＼
あ
る
も

の
は
す
べ
て
を
見
、
す
べ

て
を
完
全
に
藏
ち
得
。
」
功
と
、
か
く
叫
び
得
た
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
次
に
読
か
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

以
上
を
要
約
し
て
み
れ
ば
、
從
家
の
現
實
的
祭
儀
紳
學
の
世
界

は
ク
メ

晶
シ
ヤ
ヅ
ト
の
紳
秘
纏
験
を
機
軸
と
し
て

全
く
別
な
方
向
に
世
界
は
二
分
さ
れ
、
「
業
」
が
與

へ
る
現
實

的
果
報

は
全
く
否
定
せ
ら
れ
、
唯
精
紳

の
薗
畳
か
ら

蘂



る
安
静
の
心
境

の
み
が
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
の
規
範
と
な

つ
た
も
の
と
言

へ
や
う
。

(3) (2)(1)(5) (4)

ブ
リ

ハ
ツ
ド
、
ウ
パ

四
、
四
、
八

同

四
、
四
、

一
四

ダ
ス
グ
プ

タ
氏

は
庵
(
O
ぢ
)
或
は
カ
「
(囚
9
)
の
瞑
想
を
qo
き
憎田
o
同巴

§
図
。。菖
o剛。。B
と
匿
別
し
ω
暮
ω藻
目
寓
。鑛
-日
o亀
縛騨寓

8
と
命
名
し
、
前
者
よ
り
後
者

へ
の
展
開
を
脛
濟
關
係
に
認

め
様
と
し
て
ゐ
る
が
、
む
し
ろ
印
度

の
宗

敷
民
族

性
に
蹄
す
る
方
が
愛
當

の
様
に
思
は
れ
る
。
庵

は
祭
官
が
祭
詩
を
諦
す
る
時
最
初
に
言
ふ
言
葉
で
あ

つ
て
、
別

に
意
味
は
な
か
つ
π
の
で
あ
る
が
夜
殊
吠
陀
頃
紳
秘
的
な
力
を
有

す
る
竜
の
、
如
く
考

へ
ら
れ
、

ア
イ
タ
ン
婁

ヤ
梵
書
等
に
於
て
は
其
れ
に
意
義
を
附
さ
ん
と
し
て
初
住
主
か
ら
出
て
來
た
も
の
と
し
て
し
ま
つ
た
。
か
く
し

て
ア
置
ラ

ニ
ャ
カ
頃
に
な
れ
ば
此
れ
を
瞑
想
す
れ
ば
、
何
だ
か
超
自
然
的
な
力
を
得
る
が
如
く
考

へ
ら
れ
、
ウ

パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
以
後

は
喩
伽

(
目
o
σq
9
)
の
行
法
に
方
便
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
。
叢
に
言
ふ
庵
の
瞑
想
は
鍮
伽

行

法
に
於
て
言
は
れ
る
瞑
想
で
は
な
く
、
軍

に
蓮
績
的
に
庵
を
思
諦
し
て
居
る
位

の
輕

い
意
味
で
あ
る
。
爾
ほ
庵

に
就
て
は
m
惹

乱

≦
く
o
パ
ぎ
碧
費
嚇
.馬国
&
9
く
o
。q
艦

"
国
・。。。・。i
・。・。α
参
照
。
氏
は
頗
る
哲
學
的
な
解
糧
を
施
し
て

ゐ

る

。

リ

グ

ベ

7
ダ

一
〇

、

一
七

、

四

ブ

ソ

ハ

ツ

ド

、

ウ

.ハ

四

、

四

、

一
〇

「
ウ

バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義

に
就

て

(
六
七
)

雛



(8) (7)(6)(11)(10)(9)

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
ム出
義
に
就
て

(
六
八
)

ブ

リ

ハ
ツ
ド
、

ウ
パ

六
、

二
、

一
五
、

一
六
、
及

び

チ
ヤ

ン
ド
、

ウ

パ
五

、

一
〇
、

一
、

以

下
謬
照

同

三
、

八
、

一
〇

チ

ヤ

ン
ド
、

ウ

パ

,
八
、

一
、

六
、

ウ

パ
全
書

三
、

二
〇

一
頁
註

四
謬

照
。

荷

ほ
比
較

的
新

し

い
交
献

で

は
あ

る
が

祭
儀
神
學

の
無

力

を
語

る
言

葉

を
出
そ

う
。

「
彼

は
廣
大

な

る
天
界

を
亨

受
し

、
而

し
て
功
徳

霊
き

な
ぱ

再
び
死

の
世

界

に
入

る
べ

し
。

彼
等

は

三
吠

陀

の

法

に
随

ひ
て
愛

欲

を
望

み

っ
＼
、
斯

く
去

來

の
果
を

得

る

の
み
o
」
聖
婆
伽

梵

歌
、

紳

理
篇

九
、

二

一
。
」

叢

に
巳

に
佛
敷

の
祭

式
打

破

天
界

否
定
(
無

紳
論

)
の
委

が
現

は
れ

て

ゐ
る
。

ヵ

置
タ
ヵ
、

ウ

パ

ニ
、

四
、

ニ

ブ
リ

ハ
ツ
ド
、

ウ

パ

四
、

四
、

五

同

四
、

四
、

四
、
及

び

四
、

四
、
六

参
照
。

愛
欲

(
蚤

ヨ
僧
)
が
無

明

の
根
本

的
な
も

の
と
し

て
書
き

出

さ
れ

て

ゐ
る
例
、

ブ
リ

ハ
ヅ
ド
、

ウ
パ

四
、

三
、
三
三

タ
イ
テ
イ
リ

「
ヤ
ウ
パ

ニ
、
八

爾
ほ
婆
伽
梵
歌
、
紳
理
篇
七
、
二
七
に
次
の
句
が
あ

る
。

「
バ
ラ
タ
族

の
王
子
よ
、
激
を
幡
ま
す
勇

士
よ
、
愛
惜

よ
ウ
起
れ
る
相
封

の
迷
妄
に
依
て
、
造
化
界
に
於
け
る



.(17)(16)(15)(ユ4)(13)(12♪

酬
切
の
生
類
は
迷
観
に
陥
れ
ウ
。L
と
。

又
佛
陀

の
十
二
因
縁
の
う
ち
に
「
愛
」
或

は
「
潟
愛
」
は
輪
廻
の
根
本
と
し
て
最
も
深
刻
に
読
か
れ
て
ゐ
る
。

ブ

リ

ハ

ツ

ド

、

ウ

パ

同

チ

ヤ

ン

ド

、

ウ

パ

同

ブ

リ

ハ

ツ
ド

、

ウ

パ

チ

ヤ

ン

ド

、

ウ

パ

(
三

)

四

、

四

、

一
九

四

、

四

、

七

七

、

ご

三

八

、

=

一
、

一

四

、

四

、

一
ニ

レ
㍗
、

二

山
ハ
、

二

義

に
就
て
は
不
適
當

)

盤
質
が
獲
化
す
れ
ば
其
の
行
法
も
順
じ
て
漫
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

の
宗

藪
界
に
螢
見
す
る
の
で
あ
る
。

前

述
し
禿
如
く
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
祝
顧
す
ぺ
き
経
験
は
現
世
の
幸
編
や
未

來
の
願
望
や
天
界
の
希
求
を

一
墨
に

し
て
紛
砕

し
た
結
果
、
其
れ
に
至
る
唯

一
の
方
法
た
る
祭
祀
の
墓
礎
は
ぐ
ら
つ
き
、
從

つ
て
其
れ
を
廻
る

一
切
の
宗

「ウ
バ
高
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
神
秘
圭
義
に
就
て

(六
九
)

遁
世
喩
伽

の
現

は
れ
し
必
然
的
経
過

に
就
て

凡
そ
宗
敏
そ
の
も
の
が
神
の
救
濟
や
自
ら

の
解
脱
を
目
的
と
す
る
限
り
、
宗
教

の
中
心
観
念
た
る
劃
象

(
紳
秘
主

の
性
質
如
何
に
依
て
、
其
の
救
濟
や
解
脱
方
法
が
異

る
の
は
常
然
で
あ
る
。
從

つ
て
封
象
の

私
は
此
の
適
切
な
例
を
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ツ
型



「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(七
〇
)

敷
的
行
法
、
例

へ
ば
苦
行
或
は
業
薗
身
を
目
的
と
せ
る
瞑
想
竜
償
値

を
低
下
し
て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
、
前
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
祭
儀
紳
學
的
禰
音
は
崩
壊
し
内

面
的
精
紳
の
自
畳
に
於
け
る
寂
艀
が

彼

等
の
薦
音
に
と
つ
て
愛

つ
た
の
で
あ
る
。
再
言
す
れ
ば
祭
祀
と
言
ふ
肚
會
通
念
を
通
ふ
し
て
救
濟
の
手
が

一
様

に

延

さ
れ
た
婆
羅
門

の
祭
祀
肚
會

は
琵
解
し
、
死

の
離
脱
を
欲
す
る
者
は
自
ら
死
を
調
伏
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
個
人

中

心
の
宗
教
杜
會

を
出
現
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
世
界
が
從

つ
て
領
値
観
が
愛

つ
禿
以
上
、
如
何
に
し
て
叉
如
何
な
る
方
法
に
於
て
新
な
る
禰
音
を
克

ち
得

る
か
。

然
し
乍
ら
不
幸
に
し
て
私
は
今
迄
古
奥
義
書
の
う
ち
重
大
な

る
も
の
と
し
て
取
ウ
扱

つ
て
來

た
二
書

の
う
ち
に
於

て
は
其

の
方
法
を
機
見
す
る
事
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
新
経
験
の
襯
見
と
共
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う

ぺ
き
筈
の
祭
儀
紳
學

の
飴
薫
が
宋
だ
漕

へ
去
ら
ず
、
此
れ
に
依

つ
て
梵
我
の
経
鹸
に
到
蓬
せ
ん
と
す
る
が
如
き
企
だ

て
に
す
ら
遭
遇
す
る
。

「
婆
羅
門
衆
は
そ
を
吠
陀
の
修
習
、
祭
祀
、
施
捨
、
苦
行
、
断
食
に
依

っ
て
知
ら
ん
纂
を
願

へ
り
。
實

に
そ

を
知

る
も
の
は
牟
尼
た
る
べ
し
。
」
ω

「
或
は
、
祭
祀
と
繕
せ
ら
る
、
も
の
は
・即
ち
梵
行
そ
の
も
の
な
ウ
。
何
と
な
れ
ば
梵
行
に
依
て
の
み
智
者
な
る
人

を
毅
見
す
れ
ば
な
り
。
」

'
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「
断
食
と
総

せ
ら
れ
る
も
,の
は
即
ち
梵
行
そ
の
も
の
な
り
。
何
と
な
れ
ば
梵
行
に
依
て
磯
見
せ
ら
る
＼
我

は
噺
滅

す
る
こ
と
な
け
れ
ば
な
り
。」
⑭

一
般
的
に
言

つ
て
梵
我

の
膿
験
を
得
ん
と
す
る
行
法
を
贋
義
に
梵
行
紛
と
言
ふ
概
念
に
撮
す
る
な
ら
ば
、

か
＼
る

祭
儀
神
學
・的
梵
行
は
断
じ
て
梵
我
を
膿
得
す
る
所
以
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
從

つ
て
彼
等
が
梵
我

の
膿
得
よ
う
得
ら

れ
る
執
着
な
き
智
慧
だ
る
「
明
」
の
性
質
を
理
解
す
れ
ば
す
る
程
、
か
＼
る
行
法
は
破
棄
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で

あ

る
。
故
に
如
斯
き
祭
儀
神
學
的
破
綻
の
過
程
も
露
々
に
散

見
し
て
ゐ
る
。

或
る
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
に
梵
行
に
依
て
は
我

の
騰
験
に
到
達
す
る
事
が
如
何
に
困
難
な
る
か
を
暗
示
す
る
物
語
が

田

し
て
あ
る
。
其
威
で
は
帝
繹
天
が
百

一
年
間
の
梵

行
に
住
す
る
事
に
依
て
始
め
て
自
我

の
説
を
生
圭
か
ら
敷
は
つ

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
㈲
或

は
、

コ
ニ
種
の
義
務
の
群

(
⇔
冨
毒

器
ぎ
&
冨
)
あ
り
。
祭
祀
と
吠
陀
學
習
と
布
施
と

は
第

一
な
う
。

苦
行
は
第

二
な

り
。
師
家
に
住
し
、
而
竜
全
く
師
家

に
住
し
て
生
を
終
る
梵
行
者
は
第

三
な
り
。
≧
れ
等
す
べ
て
は
善
の
世
界
(
団
〒

電

巴
o
パ
9
)(
天
界
)
を
得
。
さ
れ
ど
梵
に
安
立
す
る
も
の
(剴
轟
ゲ
巳
魯
鶏
僧
。・爵
四
)
は
不
死
に
至
る
o
し
㈲

此

の
文
意
に
依
れ
ば
善

の
世
界
と
梵
の
世
界
と
は
明
に
匿
別
さ
れ
、
三
種

の
義
務
の
群
に
て
は
後
者
に
達
し
得
な

い
事

を
語

つ
て
ゐ
る
。

此
の
傾
向
が
も

つ
と
解
明
に
な
れ
ば
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ヅ
ト
の
紳
秘
経
瞼
に
相
鷹
す
る
祭
祀
の
否
定
が
宣
言
せ
ら
れ

る

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紬牌秘
主
㎝義
に
就
て

(七
一
)
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「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
』
の
瀬
…秘
主
義
に
就
て

(
七
二
)

の
で
あ
る
。
梵
書

の
あ
ち
之
ち
に
か
く
語
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
唯
だ
明
に
依
り
無
欲
の
高
所
に
の
ぼ
り
得
ん
。

明
な
く
ば
、
祭

の
報

ゐ
も
苦
行
も
彼
所

に
到
り
得
ず
。
[
⑥

か
く
て
純
粋
な
る
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
宗

漱
界

は
梵
我
の
み
彼
岸
の
至
旙
で
あ
う
、
「
明
」
の
獲
得
に
依
て
の
み
可

能

で
あ
る
事
を
知

つ
禿
以
上
、
然
し
て
「
無
明
」
が
「
明
」
の
封
躊
と
し
て
世
欲
に
迷
ふ
事
の
意
味
を
知

つ
た
以
上
、
世

欲

に
充
満
す

る
環
境
を
脱
し
山
野
に
逃
避
す
る
は
必
然
の
事

で
あ
る
。
叉
「
無
明
」
が
精
騨
の
自
畳
の
破
綻

に
依
る
個

別
認
識
よ
φ
起

る
情
意
的
活
動
で
あ
る
事
を
知

っ
た
以
上
、
精
紳
を
外
面
よ
ウ
内
面

へ
統

一
し
て
迷
妄
な
き
精
紳

の

自
畳
を
計
る
の
も
亦
當
然
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
内
面
的
不
即
不
離
の
理
由
は
塗
に
印
度
騨
秘
圭
義
の
二
つ
の
特
徴

禿
る
遁
世
と
瞑
想
に
依

る
精
神
統

一
疫
る
喩
伽
(
同
o
σq
9
)
を
作
り
上
げ
て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
。

「
森
林
に
隠
退
す
る
こ
と

(》
冨
越
身
9。量
)
と
稽
せ
ら

る
＼
も
の
は
即
ち
梵
行
そ

の
も
の
な
り
。

梵
行

に
依
て
梵
の
世
界
に
於
け
る
ア
ラ
(
》
量
)
と

昌
ヤ
(
箔
饗
)
と
の
此
の
ご

っ
の
海

を
螢
見
す
る
竜
の
＼
み
、
此
の
梵
の

澄
界
の
所
有
者
と
な
う
、
す
べ
て
の
世
界

に
於
て
自
由
(
】困
鋤
旨P脚
Oゆ
『9)
を
得
。」
の

或

は
、

「
ヒ
れ
を
の
み
自
の
世
界
と
し
て
願

い
つ
＼
遊
行
者
は
遊
行
す
。
古

の
賢
者

は
こ
れ
即
、
彼
な
φ
と
知

り
て
見
子

を
願

は
ざ
ゆ
き
。

こ
の
自
我
を
有
し
、

こ
の
世
界
を
有
せ
る
我
々
は
、
見
子
に
依
て
何
を
か
爲

さ
ん
と
信
じ
た
れ
ば
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な
り
。
彼
等
は
實

に
見
子
の
望
、
財
寳
の
望
、
世
界
の
望
よ
り
超
越
し
て
而
し
て
托
鉢
行
を
修
せ
り
。
何
と
な
れ
ば

見
子
の
望
は
、
帥
、
財
寳
の
望
な
ゐ
。
財
寳
の
望
は
、
帥
、
世
界
の
望
な
れ
ば
な
φ
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
爾

者
は
倶

に
同

一
の
欲
望
な
れ
ば
な
ウ
。
」
㈹

叢
に
於
て
彼
等
は
巳
に
外
面
的
に
世
欲
の
束
縛

を
脱
し
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
梵
我
の
世
界

に

一
歩
近
づ

い
禿
謬
で

　

あ

る
。
叢
に
始
め
て
比
丘
(
ゆ
げ
涛
噸
口
)
喩
伽
行
者
(
目
o
σq
5
)
或
は
游
行
者
(弓
9
ユ
貫
書
岸
騨
)
沙
門
(σ慶
轟
§
岩
p
)
等
の
階
級

が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
後
世

マ
ヌ
(
]≦
9β
ロ
)
の
法
典
に
規
定
せ
ら
れ
控
婆
羅
門
階
級

及
び
他
の
二
再
生
族
の
理
想
生

活

た
る
四
時
期
⑧
の
素
朴
な
影
が
窺

は
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
古
奥
義
書
に
於
て
は
未
だ
比
丘
沙
門
の
生
活
を

明
瞭
に
書
き
出
し
て
は
ゐ
な

い
の
で
あ

つ
て
、
叢
で
は
詳
し

い
事
を
知
る
由
竜
な

い
が
、
然
し

一
威

に
止
ま
ら
ず
樹

下
石
上
を
宿
と
し
、
外
欲
に
依
る
心

の
動
観
を
避
け
て
静
か
に
瞑
想

を
し
て
ゐ
た
ら

し

い
。
其

の
悌
を
最
古
の
或
る

ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ッ
ト
が
傳

へ
て
居

る
の
で
あ
る
。

-
「
静
慮
(
b
尊
ぎ
僧
)
は
實

に
心
よ
釦
竜
偉
大
な
め
。
地
も
静
慮
す
る
が
如
く

(
不
動
)
見

へ
、
塞
も
静
慮
す

る
が
如

ぐ
、
天
も
水

も
山
竜
、
紳
及
び
人
も
静
慮
す
る
が
如
く
見
ゆ
。
故
に
、
竜
し
人
≧
の
世
に
於
て
人
中
の
偉

大
に
達
す

る
を
得
ば
、

こ
れ
艀
慮

の
賜

に
與
か
る
が
如
く
見
ゆ
。
」
ゆ

此
の
意
識
的
遁
世
と
相
倹

つ
て
精
騨
の
内
的
統

一
禿
る
静
慮
に
貢
献
し
た

一
つ
の
行
法
が
あ
る
。
そ
れ
は
タ
パ
ス

(
↓
巷
器
)
功

と
呼
ば
れ
印
度

に
於
け
る

一
種
の
宗
教
的
肉
膿
的
訓
練
と
し
て
古
く
か
ら
存
在
し
、
若
し
此
れ
を
行
ず

「
ウ
バ
轟
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て
.

(七
三
)
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「
ウ
バ
・・一
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(
七
四
)

れ
ば

一
種
の
魔
術
的

心
境
に
運
ん
で
行
か
れ
る
如
く
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し

い
。
從

つ
て
其
の
心
的
過
程
を
宇
宙
創

造

の
紳
話
に
假
托

し
尤
例
は
枚
學
に
邊
が
な

い
程
で
あ
る
。

梨
倶
吠
陀
の
或

る
詩
で
は
イ
ン
ド
ラ

(H
民
茜
)
は
タ
パ
ス
に
依
て
世
界
を
得
た
と
言

は
れ
、
梵
書
に
於
て
は
生
主

(
団
蕊

書
釜
)
が
「
我
今
繁
殖
せ
ん
。
歎
多
と
な
ら
ん
」
と
言

つ
て

タ
メ
ス
(
熱
)
を
起
し
て
此
の
世
を
造

つ
た
と
言
は

れ
、

タ
イ
テ
イ
リ

P
ヤ
、
ウ
メ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
に
於
て
も
梵
が

タ
.ハ
ス
に
依
て
世
界
を
作

つ
た
と
記

さ
れ
て
ゐ
る
。
働

以
上
の
諸
例

に
依

つ
て
判
る
が
如
く
、

タ
パ
ス
(冒

℃
p
。・)
は
元
來
熱

を
意
味
し
て
治
り
阿
闊
婆
吠
陀
十
七
巻
等
で

は
太
陽
の
熱
を
直
接
タ
.ハ
ス
の
語
に
依
て
表
は
し
て
お
る
。

此
の
熱

の
意
味
が
準
次
敷
演

さ
れ
て
内
外
の
苦
痛
を
耐

へ
忍
ぶ
精
紳
力
や
肉
膿
力
を
意
味
す
る
や
う

に
な

り
、
其
れ
に
印
度

の
例

の
如
き
宗
敷
意
識
が
加
は
つ
て
豫

想
外
も

な

い
魔
術
的
結
果
が
齎
ら
き
れ
る
行
法
と
確
信
し
て
し
ま

つ
た
ら
し

い
。
此
の
タ
メ
ス
や
庵

の
瞑
想
等
が
原
因
と
な

つ
て
遽
に
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
純
粋
な
る
騨
秘
経
験
に
到
達
せ
し
あ
だ
事
は
已
に
述
べ
禿
所
で
あ

る
。

か
く
の
如
く

タ
メ
ス
は
塞
想
的
魔
術
的
な
氣
分
に
充
實
し
て
ゐ
た
前
ウ
.ハ
ニ
シ
ヤ
ッ
ト
の
宗
敷
界
に
於
て
は
髄

に

一
種

の
素
朴
な
る
神
秘
脛
験
を
與

へ
て
ゐ
だ
も

の
に
は
異

い
な
か
ら
う
が
、
そ
れ
は
何
等
の
内
的
背
景
を
持
た
ず
精

紳
肉
膿

の
訓
練
の
域
を
脱
し
て
ゐ
な

い
限
釦
、
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
自
畳
に
到
達
す
る
内
面
的
精
紳
統

一
の
行
法
と

し
て
は
其
の
任
に
當

る
に
は
不
可
能
な
事
は
自
明
の
理
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
自
存
梵

は
無
窮
を
得
ん
と
し
て
タ
パ

ス
を
行
じ
た
が
、
そ
れ
に
依
て
は
無
窮
を
得
ら
れ
な

い
事
を
知

つ
て
彼
自
自
身
萬
有
に
身
を
捧
げ
禿
の
で
あ
る
。

兜



か
く

て
新

時
代

の
生

々
し

た
自

畳
を
得

る
の
道
と

し
て
、

タ
パ

ス
に
漫

る
に
喩
伽

が
現

は
れ
、
肉

膿

的
訓
練

に
獲

る

に
精

紳

を
意
力

に
依

て
統

一
せ
ん
と

す

る
企

だ

て
が

、
「
明
」
を
得

る
唯

一
の
道

と
し

て
ウ

パ

晶
シ

ヤ
ッ
ト
の
陰

欝

な

死

の
中

に
甦

生

を
興

へ
る
棄

と
な

つ
π
の
で
あ

る
。

η

ブ

リ

ハ
ツ
ド
・

ウ

パ

四
、

四
、

一
ご

一

(

叉

ケ

童
ナ
、

ウ

パ
四
、

八

に
「
苦

行
(
目
p℃
霧
)
と
自

制

(留
言
9
)
と
業

(
囚
舞
§
碧
)
と

は
そ

の
(
ウ

パ

ニ
シ
ヤ
ヅ
ト
)

の
基
礎

な
り
。
」
と
。

(3)(2)(6) (5)(4)

チ
ヤ
ン
ド
、

ウ
パ

八
、
五
、

一
、
八
、
五
、
三

梵

行
は
師
の
下
に
あ

つ
て
梵
我
の
読
を
開

き
つ
、
薪
を
取
り
或
は
師

の
牛

を
飼
育
す

る
之
と
等
を
も
言
ふ
ら
し

い
。
チ

ヤ
ン
ド
、
ウ
.ハ

四
、
四
以
下
参
照
。

チ

ャ
ン
ド
、
ウ
パ

ニ
、
入
、
七
-

一
二

同

二
、
二
三
、

一

前
掲
本
論
二
註
六
、
及
び
序
論

四
註
五
参
照
。

婆
伽
梵
歌
等
に
至
れ
ば
明
確
に
宣
言
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
吠
陀
(
讃
諦
)
に
封
し
犠
牲
に
封
し
、
苦
行
に
封
し
、

布
施
に
封
し
提
供
せ
ら

れ
π
る

一
切
の
果
報
を
行
者

は
こ
の
道
(
喩
伽
に
於
け
る
統

一
)
を
知
る
に
依
て
超
越
せ

ん
。
而
し
て
太
初
の
最
高
位
に
到
逡
す

べ
し
。
」

「
ウ
パ
畠
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(
七
孟
)
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(9)(8)(7)(10)(11)

「
ウ
パ
呂
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
瀬
　秘
主
一義
に
就
で

(
七
六
)

紳
理
篇

八
、

ご
八

、
爾

を
騨

理
篇

一
一
、
五

三
参

照
。

チ

ヤ

ン
ド
、

ウ

.ハ

八

、

五
、

三
i

四

プ

リ

ハ
ツ
ド
、
ウ

パ

四
、

四
、

二

二

序
論

三

に

一
寸
鯛

れ

て

お

い
た
所

で
あ

る
。

詳
し

い
事

は
ゾ

パ
全
書

八
の

ア

σ
シ

ユ
ラ

マ
、

ウ

メ
及
び

ウ
パ
全

書

六

の
サ

ン

ニ
ヤ
サ
、

ウ

パ
屡
照
。

木
村
博

士
前

掲
書

四

一
〇
頁
以

下
、

オ

ル
デ

ン
ペ

ル
ビ
前
掲
書

一
九

五
頁
以

下
、

第

】
章
第

一
部
註

一
三

八
、

一
三
九

U
⑦二
〇噛。oo
蕊

o
喝
層
o津
℃
"
国

師
ー
q
謬
昭
描。

チ

ヤ

ン
ド
、

ウ

パ

七

、
六
、

一

荷

ほ
遁

世
期

の

生
活

の

一
端

を
知

る
事

が

出
來

る
様

に

思

は
れ

る
句

が

同
書

七
、

三
、

一
に

あ
る

。

「
恰

も

一
の
掌

中

に
二
個

の
槻

實
或

は
こ
個

の
漿

果
或

は
二
個

の
胡
桃

を
掴

む
が

如
く
。

…
・…

・.」

松
本

先

生
所

説

同
交
館

襲

行
「
哲
學
僻

典

」巻

三
、
頁

二
八
六

ニ
ー

二
八
六

五

木

村
博

士
同
書

二
四
五

頁
以

下

宇

井
博

士
所

説

「
岩
波

哲
學
僻

典
」
頁
九

二
〇

オ

ル
デ

ン
ペ

ル
ヒ

同
書

三
七

二
買
屡
照

。



U
霧
σq
鶴讐
2

寓
ぎ
臼

塁

ω昏
騨
9
・
"

鵠

屡
照
。

マ
ハ
奮
ナ

P
ラ
「
ヤ
ナ
、
ウ
パ
八
、

一
に

「規
律

は
苦
行
な
り
。
祭
祀
は
苦
行
な
う
。
プ

じ
ル
、
プ
ゲ
バ
、

ス

ワ
ル
蓼
≧
の
梵
を
崇

拝
せ
ば
、

≧
れ
苦
行
な
勢
。
」

苦
行
は
此
の
例
に
依
て
も
判
る
が
如
く
、
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
期

に
入
つ
て
も
決
し
て
滅
び
て
は
ゐ
ず
、
箏

ろ
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
及
び
そ
れ
以
前

の
世
界

の
宗
敷
的
行
法

一
般
を
も
苦
行
と
言
ふ
名

の
下
に
撮
し
て
ゐ
る
様
…

な
氣
…が
す
る
。
其

の
例

は
ウ
.ハ
ニ
シ
ヤ
ヅ
ト
に
於
て
も
放
學
に
逞
な

い
が

(
タ
イ
テ
イ
リ
「
ヤ
.
ウ
メ
三
、
ブ

リ
グ
行
者
品
)
叉
祭
儀
に
當

つ
て
祭
主
が

一
定

の
日
時
の
間
禁
戒
を
守

る
の
も
苦
行
と
言

は
れ
た
。
然
し
て
苦

行
は
佛
陀
世
奪

の
在

世
頃
殊
に
甚
だ
し
く
な
う
、
肉
膿
を
極
端
に
苦
し
め
る
事
に
依

つ
て
何
等
か
の
偉

大
な
る

力
を
得
ん
と
す
る
信
仰
の
下
に
種
々
な
る
苦
行
者
が
山
轡
に
充
満
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
世
奪
も
嘗
て
出
家

の

途
上
苦
行
林
に
入
ら
れ
完
の
で
あ
る
。
其
威

に
は
種

々
様

々
の
苦
行
者
の
風
串
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
幽

大
東
肚
出
版
「
國
鐸

一
切
輕
本
緑
部
」
四
「
佛
所
行
讃
』
二
六
頁
屡
照
。

珊

梨
倶
吠
陀

一
〇
、

一
六
七
、

一

(

ア
ィ
タ
レ
『
ヤ
梵
書

五
、
三
ニ

タ
イ
テ
イ
リ

婁
ヤ
、

ウ
㌔
ハ

ニ
、
山
ハ

(
四

)

喩
伽
行
法
殊
に
王
喩
伽
に
就
て

邑

「
ウ
バ
ニ
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(七
七
)

襲



「
ウ
パ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(七
八
)

前
述
し
た
如
く
喩
伽
(
嶋
o
撃
)
は
魔
術
的
氣
分
を
多
分
に
含

ん
で
ゐ
る
肉
饅
的
訓
練

た
る
タ
パ
ス
(
↓
壱
器
)
か
ら
脱

化
し
西
個
別
認
識
を
絶
し
て
認
識
な
き
認
識

た
る
精
紳

の
自
畳

へ
到
達
せ
し
め
ん
と
す
る
内
面
的
意
味
を
澹

つ
て
、

ウ
パ

昌
シ
ヤ
ヅ
ト
の
新
舞
毫
に
登
揚
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

勿
論
初
は
漠
然
と
姿
を
現
は
し
た
の
で
あ
る
が
黒
夜
珠
吠
陀
(
囚
噌宕
?
団
&
⊆
〒
く
o
α
p
)
の
系
統
に
属
す
る
四
五
の
ウ

メ

ニ
シ
ヤ
ッ
㍗
を
通
じ
て
漸
次
明
瞭
に
な
釦
、
聖
婆
伽
梵
歌

(
冨
冨
σq
9
く
p
山
σq
団昏
9
)
あ
た
・9
に
な

る
と
・

ク
リ

シ
ユ
ナ

天
が

ア
ル
ジ

ユ
ナ
王
子
に
得
意

に
な

つ
て
喩
伽
の
方
法
や
効
果
を
読
き

つ
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

如
斯

く
酸
逮
線
上

に
其
の
姿
を
明
瞭

に
し
て
來
た
喩
伽

行
法
は
逮
に
紀
元
前
二
世
期
頃

パ
タ

ン
ジ
ヤ
リ
盲

(響

-

菖
龍

)
に
依
て
八
支

の
姿

に
纒

め
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
之
れ
が
後
世
王
喩
伽

(団
&
9
団
。
09
9
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
更
に
時
代
が
後
れ
て
阿
闊
婆
吠
陀
所
屡
の
新
ウ

パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
に
な
れ
ば
坐
法
や
印
相
が
盆

々

綾

達

分
化

し
、

又
は
解
脱
方
法
の
主
観
的
特
徴
も

い
よ
く

明
確
と
な
り
、
そ
れ
等
は
後
世
種

々
な
る
名
稽
に
て
呼
ば
れ

て
ゐ

る
が
、
其
の
中
に
於
て
も
王
喩
伽
濁

り
吠
檀
多
喩
伽
(<
。
魯
§

巻
σq
ρ
)
と
し
て
正
當
親
さ
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
①

こ
の
八
支
の
王
喩
伽
と
稻
せ
ら
れ
る
も
の
は
パ
タ
ン
ジ
ヤ
リ

置
の
作
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
喩
伽
経
(
く
o
σq
貸
m
寄

9
)
の

第

一
言
開
た
る
「
方
法
品
」
に
撮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
、
第

一
品
た
る
三
昧
晶
に
散
見
す
る
修
行
法
と
は
絵
程
趣
を
異

に
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

木
村
博

士
の
設
に
依
れ
ば
、
後
者

は
佛
敷

の
修
行
法
と
絵
程
接
近
し
且

つ
部
涙
佛
数
の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
と
の

鑓



事

で
あ
る
。
②
然
る
に
前
者
の
修
行
法
は
そ
れ
に
反
し
、
古
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
の
中

に
散
在
し
て
ゐ
る
解
脱
方
法
や

.
宗
敷
的
避
徳
原
理
を
集
め
、
此
れ
を
配
分
し
て

一
種
の
解
脱
方
法
論
と
し
て
組

織
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
勿
論
爾
者

と

竜
精
紳

の
自
畳

を
實
現
す
る
意
味
に
於
て
は
共
通
し
て
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
鍮
伽
経
そ
の
も
の
＼
含

む
思
想
内
容

は
・

一
般
學
者
に
依

つ
て
已
に
論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
如
く
、
敷
論
(ω
曾
写

巻
)
の
思
想
と
全
く
等
し

い
も

の
で
あ

つ
て
唯
だ

紳
イ

量
シ
ユ
バ
ラ
(賦
く
舞
ρ
)
を
立
て
る
か
立
て
な

い
か
に
差
異
が
あ
る
の
み
で
あ

つ
て
、
解
脱
の
究
覧
に
紳
我

(
団
干

建
駕
)
と
自
性
(
国
9
汀
葛
)
と
が
全
く
交
渉
を
絶

つ
た
所
謂
紳
我
濁
存

の
ヵ
イ

バ
ル
ヤ
(国
既
く
9
ぐ
9
)
を
企
圖
す
る
事

は
同

じ
で
あ
る
。
此
の
騨
我
猫
存

の
境
地

ー3
私
が
前
來
述
べ
て
來
た
精
紳

の
自
爾
法
爾
の
歌
態
を
言
ふ

の
で
あ

つ
て
別

に

他
意
は
な

い
の
で
あ
る
。
唯
だ
歎
論
に
あ

つ
て
は
理
論
認
識
に
依
て
其
の
境
地
を
指
示
せ
ん
と
し
、
喩
伽
経
に
あ

つ

て
は
そ
れ
を
實
践
に
於
て
直

に
把
握
せ
ん
と
す
る
に
止

る
の
で
あ
る
。

如
斯
く
爾
者
は
思
想
的
に
密
接
な
關
係
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
史
家
の
立
揚
に
立

つ
て
爾
者
の
關
係
交
渉

を
論
ず
る
に
當

つ
て
は
、
議
論
紛
々
異
説
錯
雑
し
何
れ
が
果
し
て
眞
に
近

い
の
か
淺
學
の
窺

知
す
ら
許
さ
な

い
欺
態

に
あ
る
。

且
っ
叉
喩
伽
経

一
巻
に
就

て
竜
製
作
者
、
年
代
、
思
想
等
に
關
し
て
同
様
混
齪
の
う
ち
に
あ
O
、
喩
伽
経
そ
れ
薗

髄

一
つ
の
研
究
封
象

を
爲
す
も
の
で
あ

つ
て
韮
才
の
よ
く
企
劃
し
能
は
澱
所
で
あ
る
。
㈹

唯
だ
私
が
此
の
部
で
取
う
扱
は
ん
と
す
る
所

は
臭
家
の
立
揚
を
全
く
離
れ
て
し
ま

ひ
、
ウ
メ

ニ
シ
ヤ
ヅ
ト
に
散
在

「ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

(
七
九
)

卿



「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
務
主
義
に
就
て

.

(
八
〇
)

し
て
ゐ
る
解
脱
方
法
が
纏
め
ら
れ
、
精
神

の
自
畳
即
ち
「
明
」
を
獲
得
す
る
具
膿
的
方
法
と
し
て
の
王
喩
伽
を
瞥
見
す

る
に
止
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ヅ
ト
の
眞
髄
た
る
梵
我
の
自
畳
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
の

王
喩
伽
を
叙
述
す
れ
ば
此
の
部

の
任
務
は
終
了
す
る
わ
け
で
あ
る
。

先
づ
王
鍮
伽
に
立
ち
入
る
前

に
喩
伽
は
如
何
な
る
意
味
を
言
語
學
的
に
持

つ
か
を
尋
討
し
て
み
よ
う
。

喩
伽
(
嶋
。
σq
僧
)な

る
語
原
は
..団
呉
、(
結
ぶ
)
と
言
ふ
語
根
か
ら
來
た
も
の
で
語
根
に
は
種
々
な
意
味
を
持

つ
て
ゐ
る

が
、
、、肖
。σq
騨
、、
と
言
ふ
術
語
は
「
結
合
」
又
は
「
掬
制
」
を
意
味
す
る
と
言
ふ
の
は
木
村
博
士
の
説
で
あ
る
。

ま

た

バ
B
チ

ャ
ス
パ

テ
イ
ミ

シ

ユ
ラ
氏
(く
か
o
留
窟
菖
B
鐸

p
)
に
依

れ
ぱ
..嶋
o
凶
やと
は
「
接

合

」
を
意

味
す

る

画亀蓋

占
噂.な

る
語

根
か

ら
來

た
も
の

で
は
な
く
、
「
集
中
」
を
意

味
す

る
語

根
、.団
風
φ
..か
ら
出

來

た
も

の
で
軋.嶋
o
σq
p
.嫡
は
集

中
を
意

味

す

る
と

言

ふ
。
㈹

喩
伽
輕

に
「
喩
伽

は
心
の
各
段
楷
に
於
け
る
集
中
な
釦
」
と
毘
耶
含

(
ξ

冴
p
)
が

一
ノ
一
に
註
樺
し
て
ゐ
る
の
も
所

詮
此
の
意
味
で
あ
ら
う
。

更

に
諸
文
書
に
散
在
す
る
喩
伽

の
姿

を
集
め
て
此

れ
を
明
瞭
に
提
示
し
て
み
よ
う
。

「
心
と
共
に
五
知
根
制
せ
ら
れ
、
而
し
て
そ
の
畳
動
せ
ざ
る
時
、
こ
れ
を
最
上
の
解
脱
道
と
名
つ
く
、

ヒ
の
譜
根

の
堅
き
執
持
を
喩
伽
と
言
ふ
。
」
㈲

或

は
、

鱒



「
か
の
冥
想
(
U
冨
ぎ
p
)
と
撮

心
(
ぎ

帆
9
)
と
に
心
を
集
中
す
る
も
の
は
、
自
身
の
性
徳

(
Ω
鐸
饗
)
に
潜
在
せ
る
憩
の

自
我
的
性
力
(餅
廿
β
PI
砥P
犀
縛剛)
を
實
験
せ
蚤
。
」
⑥

或
は
、

「
一
切
の
思
惟

を
遠
離
し
、
外
境
と
行
作
と
に
染
着
せ
ざ
る
と
き

は
、
喩
伽

に
登
り
た
る
も
の
と
稽

せ
ら

る
。」
の

も
う

一
つ
畢
げ
て
み
よ
う
。

「
喩
伽
は
心
の
機
能

の
錦
止
な
ゐ
。
」
⑤

以
上

の
諸
例
は
大
髄
文
書

の
年
代
順
に
墨
げ
た
の
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
意
力
に
依

つ
て
個
別
認
識

の
機
關
を
統

一
し
、
樹
境
に
何
等
の
執
着
を
持

π
な

い
心
の
統

一
を
言
ふ
の
で
あ
る
。
又
佛
典
に
も
か
の
喩
伽
を
指
摘
し
て
、

「
言
昌喩
伽
噂者
名
爲
"相
鷹
騨、
此
有
昌五
義
一故
不
8別
翻
一。

一
與
「窺
相
鷹
、
不
γ違
昌
一
切
法
自
性
鱒故
。
…
…
」
⑧

此

の
歌
態

は
ま
た
次

の
如

く
語
ら
れ
る
。
一

「
風
な
き
庭

に
立
て
る
燈
火
は
揺
ぐ
≧
と
な
し
、
こ
は
心
を
制
し
自
我
の
統

一
を
實
習
し

つ
＼
あ
る
行
者
の
讐
喩
と

し
て
傳

へ
ら
る
。
`
鋤

以
上
の
諸
文
例

か
ら
判
じ
て
み
る
の
に
大
燈
喩
伽
と
は
心
の
機
能
を
制
し
諸
根
を
堅
く
執
持
す

る

事

が

其

の

一

つ
、
他

は
心
を

一
威
に
專
中
し
て
心
の
動
ぜ
な

い
状
態
に
あ
る
事

の
二
通
り
に
な
る
で
あ
ら
う
。
然
し
よ
く
二

つ
の

關
係
を
考
察

し
て
み
る
と
、
諸
根
を
鈎
止
し
て
其

の
特
殊
活
動
を
止
め
て
し
も
う
が
故
に
心
の
統

一
が
得
ら
れ
、
叉

『
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
騨
秘
　主
皿義
に
就
て

八
一



「
奏
パ
昌・シ
ヤ
Ψ
ト
」
の
碑
秘
董
義
に
就
Wて

八
二

心
の
統

一
あ
る
が
故
に
諸
根
に
無
活
動
の
状
態

に
蓄
か
れ
る
の
で
あ

る
。
此
の
意
購
に
於
て
は
其
の
状
態
を
共
に
喩

伽
と
言

つ
て
も
不
可
は

な

い
の
で
あ

る
が
、
此
れ
を
具
膿
的
に
考

へ
て
み
れ
ば
や
は
φ
不
統

噌
の
心
の
活
動
が
現
實

で
あ
う
、
心
の
統

一
は
其
の
活
動
が
あ
る
限

血
不
可
能
な
の
で
あ

る
。
從

つ
て
心
の
統

M
に
は
諸
根
を
鈎
止
す
る
意

力
が
必
要
な
の
で
あ

つ
て
、
未
だ
威
官

の
放
縦
な
る
活
動
中

は
眞
に
心
の
統

一
と
言
ふ
事
は
言

へ
な

い
の
で
あ

る
。

今
心
統

一
と
諸
根
の
蜘
制
と
の
關
係

を
指
示
ぜ
る
丈
章
を

一
つ
あ
げ
て
み
よ
う
。
聖
婆
伽
梵
歌
に
、

「
鍮
伽
は
、
白
我
を
制
せ
ざ
る
も
の
に
依

っ
て
得
ら

る
べ
き
も

の
に
非
ず
、
是
れ
我
が
結
論

た
う
。
さ
れ
ど
、
良

我
を
制
し
、
如
法
に
努
力
せ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
'得
ん
こ
と
い
と
易
し
。
」
切

此
の
文
意
.を
汲
ん
で
み
れ
ば
喩
伽
は
明
に
「
自
我
を
制
す
る
」
と
言
ふ
段
楷
と
は
序
列
を
異
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ

つ

て
、
惜
に
「
自
我
を
制
す
る
」
結
果
と
し
て
の
「
心
統

】
」
を
意
昧
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
故
、
喩
伽
を
諸
根
の
蜘
制
と
見

る
の
ば
適
當
を
鉄

い
て
ゐ
る
と
思

は
れ
る
。
故
に
鍮
伽
と
は
心
統

一
の
状
態
に
名
づ
け
た
も
の
と
解
す
る
方
が
少
く

と
も
要
當
性
を
持

つ
様

に
思
は
れ
る
。
而
し
て
鍮
伽
は
前
掲
の
佛
典
が
示
し
禿
如
く
心
と
封
象
と
が
別
異
な
ら
ざ

る

駅
態
、
心
が
最
も
艀
止
的
な
直
観
状
態
な
る
が
故
に
喩
伽
は
ま
た
心
の
專
中
状
態
で
あ
る
艀

慮

(
u
ξ
節
津
)
と
結
び

つ
き
縄
定
喩
伽
(
U
芽
働
壼

ぎ

σq
9
)
と
熟
語
し
て
心
の
專
中
状
態
と
し
て
最
も
深

い
と
考

へ
ら

れ
て
ゐ
る
三
昧

(
ω
畏
丁

&
霞
)
の
境
地
を
現

は
す
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
後
世
に
及
ん
で
喩
伽

は
三
昧
を
圖

る
行
法
の

総
括
名
と
も
な

つ
た
の
で
あ
る
。

1◎◎



私

は
飴
め
道
草
を
食

ひ
過
ぎ
て
し
ま

つ
た
が
、
大
膿

に
於
て
喩
伽
な
る
言
葉
が
如
何
な
る
事
を
意
味
す
る
か
を
述

べ

て
し
綾

つ
π
様

な
氣

が
す
る
。
然
し
か
＼
る
意
味
を
持

つ
喩
伽
も
最
初

は
タ
ィ
タ
イ
リ

7
ヤ
書

に
識
所
成
我
の
胴

騰

と
し
て
軍
に
暗
示
的
に
現
は
れ
π
が
、
動

力
7
タ
ヵ
書

に
於
て
は
玄
瞑

に
入
6
洞
窟

に
隠

れ
深
淵
に
住
す
る
か
の

見
難
き
太
古
紳
を
求

め
る
内
観

の
カ

(》
爵
塩
宜
曙
ひσQ
&
窪
αq
9
旨
o
ロ
9
)
と
な
り
、
㈹

シ
ユ
ウ

エ
書
タ
7
シ
ユ
フ
タ
ラ
書

に
至
れ
ば
礫
な
く
砂
塵
な
き
清
浮
な
る
李
地
や
、
或
は
自
然
の
松
風
や
水
流
の
音
に
包
ま
れ
つ
、
洞
窟
に
あ

つ
て
薗

我
的
性
力
の
實
験
者
と
な
り
、
逡
に
喩
伽
の
五
徳

を
獲
得
し
、
悶

マ
イ

ト
ラ

}
ヤ
ナ
書
に
至

つ
て
喩
伽

の
六
支
距
る

調
息
、
(犀
曾
身
働
ヨ
9
)制
感
、
(
団
糞

k
轡
緯
9
)艀
慮
、
(】)
ξ
鋤
舞
)
執
持
、
(
け
冨
冨
魅
)
思
鐸
、
(↓
錠
パ
p
)
等
至
(
ω
9
目
濫
罠
)

を

具
備
し
、
瑚
か
く
て
思
揮
が
除
去
せ
ら
れ
、
禁
制
(目
騨ぢ
騨
)
勤
制
(蜜
岩
日
9
)
坐
法

(
》
訟
§
)
の
三
支
が
附
加
さ
れ

て
遽

に
王
喩
伽
八
支
の
完
成
を
見
た
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
喩
伽
八
支
と
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、

叉
如
何
に
纒
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
、
叉
如
何
な
る
意
味
を
述
べ

ん
と
し
て
ゐ
る
か
を
論
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
此
れ
等
に
就
て
は
已
に
卓
越
し
禿
る
諸
學
者
の
署

櫨
と
し
て
現
は
れ
て
居
り
、
私

の
眼
を
通
ふ
し
π

讐
け
で
も
三
、

四
は
下
ら
な

い
の
で
あ
る
。
今
更
淺
學

に
し
て
ヒ

れ
を
概
読
せ
ん
と
し
て
竜
左
程
の
効
果
を
墨
げ
る
事
は
出
來
な

い
で
あ
ら
う
が
、
私

は
喩
伽
派
的
見
地
か
ら
で
は
な

く
、
鼠
に
奥
義
書

の
解
脱
方
法
論

の
蹄
結
と
し
て
、
從
來
と

つ
て
來
禿
態
度
か
ら
簡
軍
に

融
瞥

を
與

へ
て
み
よ
う
と

愚
ム
。
均「

ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
室
轟
咽に
就
て

八
箪

●

101



「
ウ
パ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
稿
圭
義
に
就
て

八
四

凡
そ
肚
會
入
と
し
て
共
同
生
活
を
螢
ん
で
行
く
以
上
、
相
互
の
安
寧
肚
會
の
秩
序
の
保
謹
は
最
竜
望
ま
し
き

こ
と

で
あ
る
。
其
の
爲
に
は
各
個
人
は
自
己
の
放
恣
な
る
行
動
を
錦
制
し
な
け
れ
ば
な
ら

澱
は
勿
論
の
ヒ
と
で
あ
る
。
殊

に
宗

敷
肚
會
に
あ

つ
て
は
債
値
観
が
向
上
し
て
ゐ
る
が
故
に
、
吐
會
的
悪
に
封
し
て
は
極
端
に
滑
極
的
と
な
り
、
宗

敷
生
活
の
出
襲
黙
と
し
て
自
己
の
身
を
守
り

っ
＼
肚
會
的
罪
悪
に
昭
入
ら
な

い
や
う
に
務
め
る
。
殊
に
印
度
の
肚
會

は
輪
廻
の
舞
塵
で
あ
b
古
の
聖
者
祭
皮
衣
仙
の
業
の
敏
、

「
彼
所
成
な
る
が
故
に
、
そ
の
行
作
の
如
く
、
そ
の
行
儀

の
如
く
、
し
か
く
人

は
生
成
す
可
し
、
善
行
者
は
善
人
疫
る
ぺ
し
、
悪
行
者
は
悪
人
た
る
べ
し
、
幅
業
に
依
て
繭
人

と
成
め
、
罪
業
に
依

て
罪
人
と
な
る
べ
し
。
」
功
の
信
仰

は
深
く
印
度
の
入
心
に
刻
印

き
れ
て
し
塗

つ
て
ゐ
る
。
故
に

解

脱

へ
の
希
求
は
死
を
逃
れ
る
道
と
し
て
先
づ
種
々
な
る
肉
騰
的
勢
作

の
禁
戒
を
命
令
す
る
。

「
殺
生
、
妄
語
、
楡
盗
、
邪
婬
、
受
施

に
封
し
て
禁
欲
す
る
事
は
禁
戒
な
り
。
」
と
。
拗

此
れ
が
王
喩
伽
第

一
支
の
夜
摩
行

(
く
騨目
四
)
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
肉
膿

は
輩
に
意
欲
の
命
令
に
依
て
勢
作
す
る
の

み
で
あ
る
。
故
に
其
の
動
力
因
た
る
意
欲
を
制
御
し
な
け
れ
ば
永
遠
に
夜
摩
行
を
實

行
す

る
こ
と
は

不

可

能

で
あ

る
。
此
の
問
の
滑
息
は
賢
明
な
る
祭
皮
衣
仙

の
已
に
洞
破
し
た
所
で
あ
る
。

「
人
は
愛
欲

の
萌

す
如
く
、
そ
の
意
志
を
形
成
し
、
而
し
て
そ
の
意
志
の
向
ふ
如
く
、
そ

の
行
爲
を
實
現
す
。
」
珊

か
ぐ
て
第
二
支
た
る
勤
制
(
2
ぐ
9
旨
p
)が
要
請
せ
ら
れ
、
心
の
浮
化
が
企
だ
て
ら
れ
る
。

経

に
曰
く
。
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「
清
浄
、
知
足
、
苦
行
、
學
諦
、
念
紳

は
戒
律

な
う
。
」
と
。
鋤

か
く
し
て
吾
々
は
宗
敏
道
徳

の
日
指
す
批
會
に
到
達
し
騨
秘
の
初
門
を
見
出
す
所
迄
來
泥
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら

遣
徳
は
常

に
善
悪
、
慣
値
反
領
値

の
勤
立
認
識
に
依
る
規
範
意
識
な
る
が
故
に
、

一
度
環
境
の
齪
齢
と
か
不
慮
の
力

に
迫
害
せ
ら
れ

る
時
常
に
痛
綾
し

い
相
を
横

た

へ
て
ゐ
る
。
然
し
紳
秘
の
世
界

は
私
が
幾
度
も
繰
6
返
し
た
如
く
認

識

な
き
認
識

の
世
界
で
あ
る
故
に
便
値
反
憤
値

の
劃
立
は
な
く
、
善
悪
の
相
野
竜
な

い
。
換
言
す
れ
ば
債
値
即
反
憤

値
、
善
帥
悪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

「
自
我
を
喩
伽
に
依
て
統

一
せ

る
も
の
は
、

一
切
庭
に
畢
等
の
観
を
爲
し
、
自
我
を

一
切
生
類

に
在
強
と
見
、

一

切
生
類
を
自
我
に
於

て
見

る
。
画

此
の
絶
禮
亭
等
観

に
立

っ
爲

に
は
必
然
的
に
相
封
認
識
を
打
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
故
に
夜
摩
、
尼
夜
摩
の

宗
敏
道
徳
の
修
養
を
契
機
と
し
て
精
紳
の
統

一
に
依
て
封
立
認
識

を
絶
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

然
し
乍
ら

一
度
禁
断
の
木

の
實
を
食

つ
禿
人
間

に
思
惟
や
観
念
を
撫
打
す
る
事
が
易

々
禿
る
業
で
あ
ら
う
か
。
然

し
郷
打
せ
ざ

る
限
り
吾
々
は
死
の
手
に
限
う
な
き
輪
廻
を
績
け
ね
ば
な
ら
な

い
筈
で
あ
る
。
永
遠

の
苦
を
恩
從
す
る

人

は
い
ざ
知
ら
ず
、
不
死
を
望
む
人

は
よ
φ
高
次
な
喩
伽
行
を
實
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

か
く
し
て
不
死

の
段
階
が
開
き
初
め
る
。
賢
明
な
る
御
者
は
先
づ
馬
を
調
御
し
て
か
＼
る
。
肉
艦

は
糟
紳
の
牢
獄

で
は
な

い
に
し
て
竜
不
即
不
離

の
關
係
を
持

つ
て
居
り
、
肉
盟
の
動
揺

は
直

に
精
紳

の
動
揺
を
引
き
起
し
、
精
紳
の

「ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

八
五
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「
ウ
パ
轟
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

八
六

錯

雑
は
往
々
肉
瞬
の
顛
倒
を
す
ら
引
き
起
す
。
故

に
精
騨
を
妥
艀
に
置
く
爲
に
は
肉
盟
の
動
接
を
去
ら

し
め
る
事
が

先

決
問
題
で
あ
る
。
然
る
に
肉
瞳
の
問
題
に
關
聯
し
て
不
帥
不
離
に
修

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
顧
こ
と
は
呼
吸
を
調
制
す

る
事
で
あ
る
。
か
く
て
喩
伽
行
法

の
準
備
段
楷
と
し
て
坐
法
(
》
詮
器
)
と
調
息
(
中
曾
督

四
)
が
課
せ
ら
れ
る
。

経
に
曰
く
。

「
動
ぜ
ざ
る
安
樂
の
坐
と
。
」鋤

そ
れ
を
得
る
時
肉
騰
を
其
の
座
に
適
鷹
せ
し
め
ん
と
す

る
努
力
を
要
し
な
く
な

る

故

、
肉
膿
に
は
何
等
の
騒
擾
も
な
く
な
り
、
心
(Q
窪
p
)
は
無
終
龍
王
の
如
く
卒
均
せ
る
状
態
に
な
る
の
で
あ
る
」
醐
。

か
く
の
如
く
安
坐
を
自
由
に
し
得

る
結
果
寒
暑
其
の
他
外
界
の
刺
戟
は
更
に
受
け
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

故
に
経
に
曰
く
。

「
其
れ
故
、
彼
は
外
界
に
依
て
加
害
を
受

け
ず
。
」
と
。
鋤

次

に
調
息

に
就
て
か
く
語
ら
れ

る
。

『
安
坐
に
あ
る
時
、
呼
吸
を
掬
制
し
内
外

の
氣

を
絹
せ
よ
。
L

「
内
外
充
の
呼
吸
作
用
は
、
時
腱
数
に
注
意
し
長
く
静
に
行
ぜ
よ
ω

か
く
の
如
く
内
外
充
の
呼
吸

の
調
節
を
行
ず
る
時
次
第
に
呼
吸
定
ま
り
注
意
が
集
申
し
て
内
外

の
表
象
や
個
物
に

超
越
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
故
に
曰
く
。

「
呼
吸
の
抑
制
は
、
内
外
の
鞠
象
を
超
越

す
る
に
至
る
、
此
れ
第
四
な
6
凶
圃
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か
く
の
如
く
呼
吸
の
動
作
そ

の
も
の
に
注
意
を
專
注
し
制
御
よ
ろ
し
き
を
得
れ
ば
、
そ
れ
を
縁
と
し
て
次
簾
に
譜

根
は
本
性
の
活
動
性
を
失

ひ
心
を
最

も
動
揺
せ
し
め
る
外
界
と
は
緑
を
絶

つ
に
竃
る
の
で
あ

る
。
換
言
す

る
な
ら
ば

眼
耳
鼻
舌
身
等

の
五
根

は
機
能
的
に
鮪
壌
し
、
從

つ
て
外
界
嫁
室
虚
と
な
り
、
身
禮
の
霧
在

を
も
知
豊
し
な

く
な
る

の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
諸
根
の
個
別
的
活
動
は
休
止
し
意
(
Ω
け冨
)
の
み
の
活
動
に
囁

せ
ら
れ

て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ

る
。此

の
歌
能
心は
か
く
語
ら
れ
る
。

「
威
官
が
樹
象
を
捨
離

す
る
時
、
心
の
姿
を
取
る
ω
と
。
鋤

此
れ
が
王
喩
伽
に
於
け
る
第
五
支
海
る
制
威
(
娼
触昌

昌
貯

)
で
あ

つ
て
、
謂

は
讐
紳
秘

の
扉

を
開

き
か
け
虎
位
で

あ
る
。
未
だ
精
紳

の
自
畳
境
地
ね
る
三
昧
に
は
雲
姻
萬
璽
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
毘
耶
會
の
言
ふ
如
く
、
瀦
根
の
意

に
擾
せ
ら
れ
だ
姿

は
、
恰
も
雌
蜂
の
動
作

に
雄
蜂
が
追
随
す
る
如
く
、
五
根
は
意

の
欲
す
る
儘
に
内
面

の
表
象
笹

界

の
形
象
に
活
動
を
績
け
て
行
く
か
ら

で
あ
る
。
故
に
制
戚
は
具
の
意
昧
に
於
け
る
喩
伽
の
準
備

段
楷
に
過
ぎ
な

い
の

で
あ
る
。
若
し
此
れ
を
タ
イ
テ
イ
リ
ー

ヤ
、
ウ
パ

ユ
シ
ヤ
ツ
ト
の
我
の
五
藏

説
に
比
す
る
な
ら
ば
、
生
氣
所
成

我
の

意
識
駅
態
に
按
配
す
る
事
が
出
來
る
と
思
ふ
。
何
と
な
れ
ば
食
味
斯
成
我
は
巳
に
威
官
の
破
壊
と
共
に
亡
く
な

つ
た

か
ら
で
あ
る
織

叢

に
於
て
以
上
の
喩
伽
五
支
を
回
顧
し
て
み
れ
ば
要

す
る
に
肉
膣
の
動
作
に
依

る
精
紳

の
動
揺
を
滅
す

る
實
習
に

「
ウ
"
融
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
憩
秘
主
義
に
就
で

八
七
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「
ウ
バ

昌
シ
ヤ

ツ
ト
」
の
憩
秘
主
義

に
就

て

八
八

過
ぎ
な

い
故
に
、

一
般
に
作
法
鍮
伽
(囚
『ぐ
か
団
O
o9
ρ
)
と
呼
ば
れ
嚴
密
な
る
意
味
に
於
け
る
王
鍮
伽

(
図
蕊
9
団
お
僧
)
・即

ち
後

の
三
支
と
は
匿
別
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

吾
々
が
日
頃
経
験
す
る
所
を
以
て
す
れ
ば
、
か
＼
る
状

態
に
到
達
す
る
事
は
差
程
困
難
な
事
で
は

な

い

の

で
あ

る
。
吾
々
の
實
修
過
程
に
於
て
最
も
困
難
を
威
ぜ
し
め
る
も
の
は
喩
伽
脛
の
所
謂
内
支
バ
〉
暮
程
岩
σq
騨
)
の
部

分
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
前
五
者
の
實
修
に
於
て
は
心
(
Ω
g
p
)
は
時
間
察
間
に
制
約
さ
れ
た
封

象
を
持

つ
が
故

に
、
必
然
的

に
心
も
或
る
程
度

の
制
約
を
受
け
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
後
者
に
於
て
は
甥
象
が
内
面
の
世
界
で
あ
釦
、
心
が
自
由
自

在
に
自
ら
を
展
開
し
、
自
ら
喜
怒
哀
樂
を
威
じ
て
制
約

さ
れ
る
何
も
の
も
な

い
か
ら
で
あ
る
。
從
て
此
の
無
制
限

自

由
の
表
象
界
を
打
破
し
な
け
れ
ば
眞

の
動
揺
な
き
精
騨
の
自
畳
に
到
達
す
る
事
は
出
來
ず
、
輪
廻
の
有
爲
界
を
離
脱

す
る
事
は
出
來
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
故

に
第

六
支

た
る
執
持
(U
げ
黛
9昌
ゆ
)
の
實
修
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
'

経

に
曰
く
。

「
心
を

一
庭
に
結
合
す
る
は
執
持
な
り
凶
と
。
助(

毘
耶
舎

の
註
に
依
れ
ば
こ
の
實
修

に
於
て
は
、
心
を
膀

と
か
、
「
心
臓
の
蓮
華
」
胸
、
或

は
鼻

や
舌

の
先
に
結
合
し

(

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
述
べ
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
蓋

し
威
畳
内
容
を
持

つ
鼻
や
舌
で
は
な
く
意
識

の
表
象
と
し
て
の
鼻

や
舌

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
巳
に
制
威
の
實
修
に
於

て
威
畳
封
象

は
混
滅
し
て
し
ま

つ
た
か
ら
。
叢

れ
故
に
昆
耶
含
も
、
心
劉
を
結
合
せ
し
め
る
封
象
と
し
て
「
頭
中
の
光
」
と
言

ひ
、
㎜或

は
「
心
臓

の
蓮
華
」
と
註
程
し
て

10§



ゐ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
千
差
萬
別
の
意
識
表
象
に
泥
ま
ず

心
の
努
力
に
依
て
心
を

一
つ
の
意
識

表
象
に
結
び

つ
け
る
時
、
心
と
意
識
表
象
間
の
旺
別

は
な
く
な
φ
、
恰
も
泉

の
表
象
に
他
の
表
象
が
絡
て
掻
せ
ら
れ
る
時
、
前
者

が
後
者
に
依

つ
て
何
等
の
影
響
を
受
け
な

い
が
如
く
内
界
は
統

一
さ
れ
、
叢
に
於
て
意
識
所
成
我
に
相
當
す
る
執

持

の
心
地

は
深
め
ら
れ
識
所
成
我
の
境
地
に
至
る
の
で
あ
る
。
、こ
れ
が
第

七
支
た
る
静
慮
(
】)
冨
ぎ
ρ
)
の
面
目
で
あ
る
。
℃

経

に
目
く
。

「
一
黙
に
於
て
表
象

さ
れ
禿
る
観
念
の
集
中
は
静
慮
な
り
ω
と
。
鋤

此
の
境
界
を
再
言
す
れ
ば
、
私
が
嘗
て
命
名
し
た
認
識
界
と
超
認
識
界

の
中
間
に
立

つ
機
微

の
存
在

た
る
有

の
境

地
で
あ
る
。
迷
妄
と
自
畳
と
を
其
れ
自
身
の
う
ち
に
孕

む
確
實
そ
れ
自
騰

の
境
地
で
あ

る
。
-
一
度
眼
を
外
に
向
け
れ

ば
千
態
萬
様

の
世
界
を
造
ウ
、

一
度
内
に
向
け
れ
ば
精
紳
自
饅
の
法
爾
の
喜
を
喫

す
る
事
の
出
來
る
有
の
心
境

で
あ

る
。
然
し
て
此
の
艀
慮
の
集
中
が
績

け
ら
れ
、
ぱ
績
け
ら
れ
る
程
、
專
中
が
深
め
ら
れ
、
ぱ
深
め
ら
れ
る
程
、
集
中

せ
ら
れ
た
る
封
象
竜
集
中
せ
る
主
観
も
共
に
浪
亡
し
、
戚
畳
的
意
味
に
於
て
塞
虚
な
る
世
界
が
開
展
し
て
趣
に
は
憂

虚
塞

は
光
明
に
包
ま
れ
、
精
紳
は
徹
底
し
た
「
明
る
さ
」
の
中
に
生
死
苦
患
等
の
相
封
的
債
値
観
念
の

一
切
を
混
じ
表

・

っ
て
精
紳
の
本
性
泥
る
自
畳

に
法
爾
の
歎
喜
を
味
得
す
る
の
で
あ
る
。
故
に
経

に
曰
く
。

「
心
は
塞
虚
の
如

く
、
專
中
さ
れ
た
る
封
境
に
輝
く
ω
と
。
鋤

或

は
叉
か
く
語
ら
れ
る
。

「
ウ
バ
轟
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

八
九
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「
ウ

バ

昌
シ
ヤ
ツ
ト
』
の
紳
秘
主
一義
に
就

て

九
〇

「
こ
は
恰

も
麹

の

一
塊
が
、
内
と
な
く
、
外
と
な
く
、
全
く

一
味
の
塊
な
る
が
如
く
、
嗅
、
實
に
ヒ
の
自
我
も
内

と
な
く
、
外
と
な
く
、

全
く

一
慧

の
塊
な
ゆ
凶
と
噂
鋤(

以
上
長
々
と
述
べ
て
來
た
が
、
要
す
る
に
王
喩
伽
八
支
の
行
法
は
意
識

の
分
裂

に
依

る
執
着
相
か
ら
、
意
識

の
統

一
に
於
け
る
離
脱
相

へ
實
践

に
依

つ
て
直

下
に
向
は
し
め
ん
と
す
る
解
脱
方
法
論

の
最
た
る
も
の
で
あ
る
と
冒

へ
や

う
o若

し
叉

≧
れ
を
吏
的
に
み
る
な
ら
ば
、
嘗

て
ウ
パ

晶
シ
ヤ
ツ
ト
の
行
者
達
が
闇
黒
の
此
岸
を
去

つ
て
梵
我
の
彼
岸

に
到
ら
ん
と
し
て
、
思
ひ
思
ひ
に
遣
を
求
め
た
記
録

の
総
計

で
あ
φ
清
算
で
あ
る
。

か
く
て
喩
伽
行
法
は
星
霜
幾
百
千
年
を
経

た
今
日
と
錐
も
街
を
ガ

ン
ヂ
ス
や
ラ
プ
テ
イ
ー
河
畔

の
菩

提

樹

の
下

に
、
輪
廻
や
業
の
姪
桔
か
ら
解
脱
せ
ん
と
す
る
行
者
達

の
指
針
と
な

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

「
禁
制
等
八
支
の
喩
伽
の
光
明
は

唯
梵

の
豊
智
に
依
φ
て
あ
釦
。

喩
伽
者
は
か
の
濁
存
道
の
示
せ
る
道
を
行
く
」ρ
と
。
鋤`

し

1◎8

 

の

一
例

を

フ

ユ

P

ラ

P

に

取

ら

う

。

(
μ
)

国
&
騨

団
o
αq
ρ

嚇

錫
巳
8

ξ

宅
出
一
・



(
b9
)

{
。。
)

(
幽
)

3
)

(
α
)

ご

び
舞

岳

楼
o
σq
帥

噛

O
昌
ぎ

僧

黛
o
σq
9

鴇

缶

9
爵

㊤

図
o
σq
僧

憎

目

磐

葺
p

闇
o
σq
9

㎞

囚

幾

巳

僧

楓
o
σq
ρ

嚇

信
罠
g

び
図

ざ
く
o
・

仁
巳

8

び
図

国
ぎ

乱

&

σq
9

ロ
鼠
o
昌

冨

6
8

窮
σq
o
●

琶

8
謬

紳
ぼ

o
品

げ

。。昭
8

魯

.

暮

ε
昌

昏

『
8

σQ
ゲ

箋
o
祷

・

荷
ヒ
の
外
、
三
四
種
の
名
総
…を
墨
げ
て
ゐ
る
が
前
掲

の
分
化
に
名
稽
づ
け
禿
に
過
ぎ
な

い
。

い

蜀
●
ρ

国
集
o覇

..<
o
σq
9
、、
団
cQ
鳶

松
本
博
士
所
読
、
前
掲
哲
學
僻
典
同
所
蓼
照
。

㈲

木
村
博

士
著

『
印
度
六
派
哲
學
」
申
の
「
喩
伽
涙
」
ρ及
び
「
宗
敷
學
論
集
」
中
の
同
氏
「
喩
伽
経
に
及
ぼ
せ
る
佛
敷

の
影
響

」
馨
照

紛

之
れ
等
の
問
題
を
取
扱

つ
て
ゐ
る
饗
考
書
を
墨
げ
て
、
本
論
で
は
鯛
れ
な

い
事

に
す
る
。

(
イ
)

松

本
博

士
論
述

「
喩
伽
と
藪
論

の
項
」

、

'㌃

(
ロ
)

木
村
博
士
薯

、「
印
度
六
涙
哲
學
」
の
「
歎
論
喩
伽

の
項
」

・

、

(
、ノ
)

宇
井
博

士
所
説

「
岩
波
哲
學
僻
典
し
頁
九
二
〇
「
喩
伽
派
」

(
ロ一
)

金

倉
圓
照
氏
所
説

「
宗
敢
研
究
新
第
七
巻
第
四
號
」
の
「
木
料
博
士
と
耶
古
美
翁
」
-

「
ウ
バ
「噛
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

九
帆
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「
ウ
バ
晶
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
神
穆
主
義
に
齢
制て

九
二

(
ホ
)

オ

ル
デ

ン

ペ
ア

ヒ

「
ウ

パ
よ
り
佛

敏
ま

で
」
の
「
新

ウ

パ
と
僧
怯

及
び
鍮
伽

の
起
源

」

(
へ
)

}
●
缶

・
白

8

曾

…
、.く
。
σq
㌣
ω
透

§

。
h
聖

葺

聾

..肖
葺

&

9

夢

昌
●

(
ト

)

ψ

客

u

器
σq
毛

鋤

恥
..》

ぼ

ψ8

還

亀

H
巳

ぎ

℃
議

。
。・
。
嘗

鴇
..
g

9。
や

酋

(
チ
)

GΩ
.
宕
・
H
▼9
。。σQ
ロ
℃
9

㎞
馬、嶋
o
σq
9
騨
切
℃
げ
昌
o
。・2
菅
団
9。
旨
山

「o環
σq
♂
昌
二
嘆
o
密
o
o
●

㈹

団
o
σq
9
ω
9
雷

同
・
μ
・
目
暮
才
p≧

沙
貯
舞
巴
団.

爾

こ
れ

に
就

て

は
「
一
切
見
集
」
二

四
二
頁
以

下
参
照

。

㈲

カ

}
タ
カ
、

ウ

パ
、

山ハ
、

一
〇
、

一

一

㈹

シ

ュ
ゥ

ヱ
貰
タ
シ

ュ
ヲ

タ
ラ
、

ウ

パ
、

一
、
三

の

聖
婆

伽

梵
歌

、
倫
理
篇

、
六

、

四

働

喩
伽

経
、

一
、

ご

㈹

大

正
藏

経
第

四
十

三
巻
、

頁

二
七

二
、

成
唯

識
論

述
記
第

二
本

、

下

ゆ

聖
婆

伽
梵

歌
、

倫

理
篇

、

六
、

一
九

」

、

M㎝
、

同

書

倫

理
篇

、

六
、

三
六

動

タ
ィ

テ
ィ
リ

B
ヤ
、

ウ

パ
、

一
、

四

,.

M

・

叩

カ

ー
タ
カ
、

ウ
パ
、

二
、

三

.

UO



(16)(15)(14)(18)(17)(19)

シ
ュ
ウ

ヱ
ー

タ
シ
ユ
ワ

タ
ラ
、
ウ
メ
、

一
、
三
及
び
ご
、
八
-

一
三

マ
イ
ト
ラ
警
ヤ
ナ
、
ウ

パ
、
六
、

一
八

喩
伽
八
支
に
關
す
る
諸
學
者

の
解
設
は
殆
ん
ど
同
様
で
あ

つ
て
、

唯
だ
詳
略
の
差
が
あ
る
に
遍
ぎ
な

い
と
言

へ

る
。
本
文
に
於
て
諸
読
を
引
く
の
繁
に
堪
え
鳳
か
ら
参
考
書
を
列
記
し
て
お
か
う
と
思
ふ
。

(
一
)

(
二
)

(
三
)

(
四

)

(
五

)

(
六

)
ブ

リ

ハ
ヅ
ド
、

喩
伽

経
、

此

の
五
禁
制

の
中

、

爲

の
手
段

で

あ

る
と

毘

耶
舎

は
語

つ
て

ゐ
る
。

前
掲

の
句

、

ブ

リ

ハ
ツ
ド
、

ウ

パ
、

四
、

四
、

五

「
ウ
パ
昌
シ
亭
ッ
ト
」
似
帥
秘
圭
義
に
就
て

松
本
博
}士

「
解
脱

論

の
項

」

木

村
博

士

「
印
度

六
涙
哲
學
」
二
六
九

頁
以

下

ω
≦
ゆ
ヨ
醐
く
芝
卑

ぎ
碧
α
9
㎞
..夘
&
騨
嶋
o
αq
ρ
り噂
や
即

昌
t
鐸

「

.

oρ
.
客

U

霧
σq
后

$

㎞
、.出

貯
身

ξ

。・
餓
畠

ヨ

鵯}
"
"

霞
1
。。
鱒

}
・

司
●

ρ

周

ロ
嵩
臼

い
..団

o
σq
p
鷺、

"
"

g
「

o
ド

即

】)
Φ
霧

。・
窪

脚
.臼

ぽ

嬉
冨

冨

§

鳩

。
=

ザ
o

q
℃
p
昌
尻
冨

α
吻
、、

ウ
メ
、
四
、
四
、
五

二
、
三
〇

不
殺
生
の
徳
が
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
、
他

の
四
徳

は
其
れ
に
根
ざ
し
、
不
殺
生
の
徳
實
現
の

謁
ミ

、
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(20)(≦～2)(21)
'(23)

「
ウ
バ
ニ
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
・韮
義
に
就
て

九
四

喩
伽
経
二
、
三
二

・

毘
耶
舎
は
語
る
。
清
浄
に
二
種
あ
φ
、
外
的
な
も
の
は
水
や
土
か
ら
生
じ
或

は
祭
壇
の
供
物
の
溝
費
か
ら
も
來

る
。
内
的
な
る
も
の
は
心
の
映
黙
を
洗
ひ
去
る
事
。
苦
行
と
は
極
端
な
磯
潟
や
寒
暑
に
耐
え
て
動
な
く
坐
す
る

事
。
學
諦
と
は
吠
陀
の
句

を
諦
し
た
ウ
、
庵
を
口
吟
す

る
事
。
念
紳
と

は
帥

イ
『
シ
ユ
バ
ラ
に
最
上
の
師
と
し

て

一
切

の
行
爲
を
捧
げ

る
之
と
。

聖
婆

伽
梵
歌
、
倫
理
篇
、
六
、
・二
九
・

'

、・

喩
伽
経
、
、二
、
四
六

毘
耶
含

は
註
に
於
て
、
五
種
を
暴
げ
て
ゐ
る
。

目
。
2
ωら
8
冨

ρ

缶
g
。
も
"
】)
8
。亭

ゴ

寓
図
。。瓜
?
U
凶お
暴
日
粕
り
ω
冨
㌣
担

坐
法
は
後
世
非
常
に
爽
逮
し
、
八
十
四
種
或
は
八
十
四
萬
種
あ
り
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。

シ
ヤ
ン
デ
ィ
ル
ヤ
・
ウ
パ
(
ウ
パ
全
書
五
)
一
、
三
以
下
墾
照
。
其
虜
に
八
種

の
坐
法
を
畢
げ

て
坐
法
が
設
明
さ

れ
て

ゐ
る
。
吉
鮮
坐
、
・牛
ロ
坐
、
蓮
華
坐
、
獅

子
坐
、
賢
坐
、
解
脱
坐
、
孔
雀
坐
、
勇
坐
。

9

h
Ω

周
色
。
こ

o
℃
'
o注

国

α
象

馨
照
。
、

喩
伽
経
、

ご
、
四
七
及
び
同
毘
耶
舎

「
我
は
龍
族
中
に
は
無
終
龍
王
(》
"
碧
冨
)
な
り
凶
紳
理
篇
、

一
〇
、
二
九

》

1!2



(25)(24)(28)(27)(26)

喩
伽

経
、

二
、

四
八
、

同
毘

耶
含

,

同

二
、

四

九
、
五

〇
、

五

一

此

の
呼
吸

の
制
御

調
節

よ

ゆ
起

る
内

外

の
愛

化

に
關

聯

し
て

不
思
議

な
解
脱

方

法
が
読

か
"
て

ゐ

る
。

ク

ン
ダ

リ

ニ
置
(囚
昌
β
伽
p謡
讐
)
の
紳

秘
力

が

ス

シ

ユ
ム
ナ

(ロΩ
話
、ロ
ヨ
私
)
を
通

ム
し
て

漸
次

上

っ
て
行
き

逸

に
解

脱
す

る

と

の

こ
と
で
あ

る
。

ブ

ラ

言

ハ
、

ウ

パ
(
ウ

パ
全
書

八

)
五
、

二
三

、
以

下
参
照
。

ψ

≦
く
。
犀
ぎ

岩
費

い
昌

・
。
拝

、、即

曾

p、、
..↓
訂

℃
。・鳩
昏
剛・
娼
箪
鴬

埴、

}
●
h

ρ

司
巳
げ
周●
名
●
島
紳●
担

㊦
O
h

滲
照

。

喩

伽
経

、

二
、

五

四
、

同
毘

耶
舎

同

三
、

一
、

同

毘
耶
舎

ヨ
童
ガ
ク

ン
ダ
リ

君
、

ウ

パ
(
ウ

パ
全
書
五

)

シ
ヤ
ン
デ

イ

〃

ヤ
、

ウ

パ
、

一
、

七
、

三
〇
以

下
(
ウ

パ
全
書

五

)

婆

伽
梵
歌

、
神

理
篇

、
八

、
九

、

一
〇

に
、「
臨
絡

の
時

に
於

て
、
不

動

の
心
と

信
念

と
實

修

(
く
品
、
)
の
力

と

に
依

参

て
統

一
し
渉
呼
吸

を

正
し
く
蔓

眉

の
間

に
牧

め
て

…
…
」

叉
・
同
書
紳

理
篇

、
八
、
一
二
、
一
三

に
、
「
一
切

の
門

(
五

威
)
を
閉

じ
、

意
を

心
臓

に
籠

め
呼
吸

を
自

己

の
頭

上

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
・韮
義
に
就
て

血乃
誕
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(33)(32)(31) (30>(29)

門
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

に
牧

め
…

・・山

乙自
・
<
等
舞
ぎ
§
魯

㎞
冒
鑓
●
8

や

ρ

聞
急

oこ

筐

9

謬

照
。

心
(Ω
鉾
騨
)
に
就

い
て

は
木

村
博

士
、
前

掲
書

二

五
九
頁

以

下
馨

照
。

喩

伽
脛
、

三
、

二

佛

敷

に
於

て
は

四
楷

段

に
分

け
ら

れ
て

ゐ
る
。

喩
伽

輕

、
三
、

三
、

同
毘
耶

舎

プ

ソ

ハ
ツ
ド
、

ウ
パ
、
四

、
五
、

一
三

シ

ユ
リ

君
ジ

ヤ
置

バ
,
ラ
、
ダ

ル
シ
々
ナ
、

ウ

パ
、

序
頗

(
ウ

パ
全
書

六

)

九
六

(
玉
)

結
,

び

私

は
理
論
と
し
て
は
實

に
粗
雑
そ

あ

つ
π
が
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
本
質

は
超
越
紳
の
信
仰
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
.

精
紳

の
自
畳

に
あ
る
事
を
指
摘
し
、
且

つ
其
れ
に
至
る
修
行
と
し

て
の
鍮
伽
行
法
が
何
故
必
然
的
に
出
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
か
、

及
び
其
の
段
楷
に
就
て
瞥
見
を
與

へ
た
。
從

つ
て
此
の
部

に
於
て
は
其
れ
の
蹄
結
と
し
て
、
ウ
パ

縞

シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
輕
験
は
後
世
印
度

の
宗

敷
思
想
界
と
如
何
な
る
内
面
的
關
係
を
持

つ
て
ゐ
る
か
を
略
述
し

て
、
本
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論

文
の
結
論
に
せ
う
と
思
ふ
。

然
し
後
世
の
印
度
宗
敷
思
想
界

と
簡
軍
に
言
ふ
竜
、
六
涙
を
始

め
佛

敏
、
者
那
敏
、
順
世
外
遣
或
は
種
々
な

る
沙

門
、
婆
羅
門
團
等
實
に
多
種
多
様
で
あ
う
、
其
れ
等
が
抱
懐
す
る
宗
敏
思
想
に
至

つ
て
は
教

読
の
方
向
範
園
淺
深
等

實

に
多
岐
多
端
で
あ

つ
て
小
輩

の
窺
知
す
ら
許
さ
な

い
歌
態

で
あ
る
。

然
し
乍
ら
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
経
験
の
立
揚

に
立

っ
て
、

Z
れ
等
を
鰍
下
す
る
時
大
騰

二
つ
の
傾
向

に
分
け

る
事
が
出
來
る
と
思
ふ
。

一
は
印
度
傳
統
の
有
紳
的
傾
向
を
有
す
る
も
の
で
あ
ウ
、

一
は
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘

経
験
か
ら
出
畿
し
π
無
紳
的
傾
向
で
あ
る
。
而
し
て
更
に
後
者
を
二
分
す
る
な
ら
ば
、
其
の

醐
つ
は
紳
秘
経
験
を
基

礎
と
し
て
意
識
界
を
分
析
し
解
脱
に
寄
與
せ
ん
と
す
る
學
的
傾
向
で
あ
つ
て
、
か
の
六
涙
の
う
ち
敏
論

(鴇
鼻
嘗

}

等
は
其

の
代
表
的
學
涙
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

他
の

一
つ
は
紳
秘
経
験
其
の
も
の
を
目
指
し
、
解
脱
を
唯

一
の
目
的
と
す
る
實
践
派

で
あ
り
喩
伽
涙

(
団
o
σQ
"
)
及

び
佛
陀
世
奪
の
態
度

は
實
に
此
の
傾
向
の
代
表
者
と
み
て
よ

い
と
思
ふ
。

而
し
て
此
の
二
つ
の
傾
向
は
古
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
十

一
種
の
う
ち
比
較
的
新
し

い
と
言
は
れ

て
ゐ
る
二
三
種
の
も

　

の
、
・即
ち

力

葺
タ
カ

(療

婁
p犀
・。ー
ロ
ヤ
)
シ
ユ
ウ

ヱ
3
タ
冨

シ

ユ
フ

タ
ラ

(
の
くo
邸
玲
舞
9
鑓
止
℃
.)
マ
イ

ト
ラ

書

ヤ

品
奮
ヤ

(
昼

岸
身
僧
身

甲
毛

●)
の
文
書

頃

に

至
れ
ば
明

に
看

取

す
る
事

が
出

來

る
の
で
あ

る
。
其

の
時

代

の
産

物
と

言

は
れ

て

ゐ
る
聖
婆

伽
梵

歌

に
も

・

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

先
七

顯



「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

九
八

「
罪
な
き
も

の
よ
、
曾
て
示
せ
し
如
く
、
此
の
貴
に
於

て
は
こ
種

の
見
地
あ
ウ
。
理
論
派
の
知
識
統

一
、
實
修
派

の
行
作
統

一
是
れ
な
り
口
と
語
ら
れ
て
ゐ
る
。

私

は
以
下
に
於
て
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
騨
秘
経
験

に
野
し
て
理
論

的
傾
向
の
代
表
者

た
る
歎
論
と
實
践
的
傾
向
の

代
表
者
た
る
佛
陀
世
奪
と
が
、
内

面
的

に
ウ
.ハ
ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
経
験
に
樹
し
て
如
何
な
る
關
係
に
あ
る
か
を
瞥

見
せ
う
と
思
ふ
が
、
巳
な
本
論
に
於
て
紳
秘
縄
験
と
實
践
(
ヨ
童
ガ
)
と
が
如
何
に
密
接
な

る
内
面
的
關
係
を
持

つ
て

ゐ
る
か
を
詳
述
し
尤
以
上
、
此
の
部
で
は
特
に
理
論
と
紳
秘
経
駿
の
關
係
を
論
述
し
、
其
れ
等
に
馬
す
る
系
統

の
便

値
が
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
界
に
占
め
る
地
位
を
探
究
し
、
か
泥
は
ら
實
践
涙
の
面
目
を
見
て
本
論
文
の
結
論
に

換

へ
や
う
と
思
ふ
。

巳
に
述
べ
た
が
如
く
前
ウ
バ

昌
シ
ヤ
ツ
か
に
於
て
は
梵

は
宗
敏
の
中

心
観
念
で
あ
り
、
素
朴
な
宇
宙
観

の
基
礎
原

理
で
も
あ

つ
た
。

然
し
乍

ら
梵
書

の
末
期
よ
う
撞
頭
し
か
け
た
自
我
の
探
究

は
遽
に
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
昏
に
於
け
る
神
秘
経
験
家
の
活

動
と
な
り
、
結
果
は
世
界
を
別
な
方
向

ヘ
ニ
分
し
て
し
ま

ひ
、
現
象

は
有
爲

に
厩
し
世
界

は
輪
廻
の
舞
壷
と
化
し
、
「

天
界

へ
の
希
求

は
亡
び
自
己
自
身
の
内
面
に
不
死

の
解
脱
世
界
を
見

る
や
う
に
な

つ
π
の
で
あ
る
。

換
言
す
る
な
ら
ば
素
朴
な
る
現
象
と
超
現
象
と
の
關
係
は
破
滅
し
、
葛無
明
と
明
と
の
關
係

に
漫
化

し

た

の

で
あ

る
。
其
れ
故
ウ
パ

昌
シ
ヤ
ヅ
ト
の
本
質

に
於
て
は
、
外
部
世
界

の
秩
序
に
關
す
る
も
の
は
微
塵
も
な
く
、
其

れ
に
漫

9
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る
に
意
識

の
明
無
明
の
闊
題
が
開
展
し
て
來
た
の
で
あ
る
。
從
て
意
識
を
心
理
學
的

に
分
析
し
て
明
と
無
明
と
の
本

質

を
明
に
せ
ん
と
す
る
傾
向
を
帯
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
て
か
＼
る
傾
向
は
六
涙
の

蝋
禿
る
藪
論
が
其
の
教

義
を
組
織
完
成
せ
澱
以
前
巳
に
、
現
存

せ
る
ウ
パ

晶
シ
ヤ
ツ
ト
の
文
書

が
取
り
扱

ひ
始
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
勿
論

古

ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
十

一
種
の
う
ち
最
古
に
属
す
る
諸
文
書
に
は
、
未
だ
梵
我
の
膿
験
を
獲
得
し
た
未
曾
有

の
驚
異

が
語
ら
れ
て
ゐ
る
ば
か
ら
で
あ
る
が
、
前
掲
し
疫
三
書
項
帥
ち
太
約
紀
元
前
四
五
世
紀
頃

の
印
度

の
精
神
界
は
、
梵

と
は
何
か
、
生
死
苦
樂
と
は
何
か
な
ど
少
く
と
も
問
題

の

一
切
は
明
と
無
明
と
の
意
識
問
題
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
と
言

っ
て
竜
過
言
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

シ
ユ
ウ
ヱ
1
タ

シ
ユ
フ
タ
ラ
書
の
開
巻
第

一
に
、

「
根
本
原
理
と
し
て
の
梵
は
如
何
な
る
も
の
な
う
や
、
何
よ
う
し
て
吾
々
は
生
れ
出
で
た
う
や
。
何

に
由

て
吾
々

ー3
生
存
せ
る
か
、
ま
π
、
吾
々
は
何
威
に
安
立
せ
る
か
、
梵

の
知
識

あ
る
竜
の
よ
、
吾
々
は
何
竜
の
に
主
宰
せ
ら
れ

て
・
樂

と
苦
と
の
世
相
に
施
て
・
か
く
各
異

の
生
態
を
韓
現

せ
る
か
しo
の
悲
痛
な
る
質
問

は
軍
に
梵
論
師

の
開
巻
の

嘗
葉
と
し
て
は
片
附
け
ら
れ
る
べ
き
竜

の
で
な
く
、
當
時
の
時
代
煮
識
を
代
表
し
て
ゐ
る
竜
の
と
考

へ
て
差
支

へ
は

な

い
の
で
あ

る
。

或

は
叉
佛
陀

の
遊
歴
中
沙
門
婆

羅
門
の
質
問
の
多
く
は
生
死
、
過
現
未

の
問
題
で
あ

つ
力
事
を
思

へ
ば
、
盆
々
當

時

の
思
想
傾
向
を
看
取
す
る
事
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
前
掲
淀
勢
す

る
答
は
如
何
に
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
。

「
ウ
パ
昌
シ
ャ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

九
九
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「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
齢牌
秘
主
い義
に
就
で

一へ∪
0

シ

ユ
ウ

ヱ

貰
タ

7

シ
ユ
フ

タ
ラ
書

に

、

「
時

(国
書

)
と
薗

性

(ω
<
菩
冨

轟
)
と
、

必
然
性
(
署
ぐ
畿

)
と
偶

然
性

(<
騨
脅
8
冨

)或

は
有
(
国
ゴ
窪
ρ
)
と

胎

(
団
o
乱
)
乃

　

至
人
(団
口
葺
鷲
)
等

は
皆
原
理
と
し
て
考

へ
ら
れ

る
。
さ
れ
ど
、
此
等
の
結
合

は
原
理
に
非
ず
、
寡
何
と
な
れ
ば
我
(
〉
↑

ロ
碧
)
は
別
に
存
在
す
る
を
以
て
な
り
ω

此
の
丈
意

の
内
面
を
汲
ん
で
み
れ
ば
、
前
批

の
質
問
に
封
し
て
は
五
大
を
意
味
す
る
有
と
か
必
然
性
偶
然
性
等
の

自
然
的
原
理
に
依
て
は
與

へ
ら
れ
な

い
事
を
表

は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
我

は
此
れ
等
自
然
論
以
外
に
あ
る
の
で
あ

る
。然

ら
ば
か
、
る
我

は
如
何
に
し
て
與

へ
ら
れ
、
如
何
に
し
て
我
を
把
握
し
得
る
か
。
一

此
の
問
題
に
劉
し
て
二
つ
の
部
門
に
分
け
て
考

へ
る
事

が
出

來
る
。
私

は
其
れ
を
我
に
封
す
る
「
直
遣
」
と

「
補
助

道
」
と
命
名
し
や
う
。

・

一
は
實
践

に
依
る
我
の
直

の
把
握
、
他
は
理
論

に
依
る
我
の
指
示
で
あ
る
。
前
者
は
從
來
述
べ
て
來
尤
喩
伽
行
に

存
し
、
後
者
は
普
遍
確
實
な

る
理
論
認
識
に
存
す
る
。
然
し
乍
ら
從
來
認
識
と
言
ふ
事
を
極
端
に
迄
否
定
し
て

お
き

乍
ら
、
今
何
故
理
論
認
識

が
我
を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
解
脱
に
寄
與
す
る
竜
の
と
し
て
提
示
き
れ

得

る
の
か
。

私

は
最
初
精
紳
が
薗
ら
を
反
省
し
た
最
初
の
段
楷
と
し
て
普
遍
確
實
な
る
認
識
主
観
有
を
墨
げ

た
の
で
あ
る
が
、
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此
の
有
の
外
部
活
動
が
意
識
界
、
威
畳
界
を
構
成
す
る
。
故
に
若
し
有

の
認
識

に
依

つ
て
其
れ
等
が
封
象
と
し
て
是

認
せ
ら
れ
る
限
り
、
其
れ
等
甥
象

は
有

の
確
實
性

に
依
存
し
て
ゐ
る
と
言

は
ね
ば
な
ら
な

い
。
從

つ
て
意
識
界
に
せ

よ
威
畳
界
に
せ
よ
有

の
確
實
性
と
言
ム
黙

に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。

か
く
て
世
界
は
有

の
確
實
性
を
基
礎
と
す
る
學

の
劉
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
勿
論

こ
の
世
界

は
精
紳

の

内

面
的
活
動
の
見
地
に
立
て
ば
精
紳

の
迷
妄
の
所
産
で
あ
ら
う
が
、
精
騨
は
自
己
自
身
の
不
可
避
的
本
性
と
し
て
こ

の
認
識
世
界
を
作

つ
禿
以
上
、
認
識
の
世
界
は
精
紳

の
他
面
的
活
動
と
し
て
第
二
次
的
に
認
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
筈
で
あ
る
。
從

つ
て
認
識

の
世
界

は
認
識
に
依

つ
て
取
扱
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
言
ふ
結
論
に
達
す
る
の
で

あ

る
。

此

れ
を
も

つ
と
具
膿
的
に
言

へ
ば
、
苦
は
何
故
苦
で
あ
る
の
か
、
死

は
何
故
不
可
避
で
あ
る
の
か
、
無
明
は
何
故

無

明
な
の
か
、
等
の
指
示
を
與

へ
る
の
が
學
で
あ
る
。

≧
の
指
示
に
依

つ
て
始
め
て
死
や
苦
や
無
明
の
性
質

は
理
解

さ
れ
る
と
同
時
に
、
其
れ
等
を
絶
し
た
世
界
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、

叉
如
何
な
る
方
法
に
依

つ
て
到
達
し

得

る
か
璽
示
唆
さ
れ
、
叢
に
翼
の
意
味
の
喩
伽
行
法
が
死
を
調
伏
す
る
唯

一
の
方
法
と
し
て
實
現

さ
れ
ね
ば
な
ら
澱

決
意
を
與

へ
る
の
で
あ
る
。

か
の
聖
婆
伽
梵
歌

に
於
て
同
族
や
親
戚
こ
の
載

の
悲
惨
を
思

つ
て
戦
場
に
在
う
乍
ら
職
を
忌
避
せ
ん
と
す
る
ア
ル

ジ

ユ
ナ
王
子
に
封
し
て
、

ク
リ

シ
ユ
ナ
天
が
理
論

に
依

っ
て
其
の
戦

の
避
く
べ
か
ら
ざ
る
を
敷

へ
、
ア
ア
ジ
ユ
ナ
に

「
ウ
パ
轟
シ
ヤ
ッ
ト
」
の
紳
秘
圭
義
に
就
て

一
〇
一
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「ウ
バ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
競
}て

一
〇
二

識
一孚
の
決
意
を
輿

へ
、

『

こ
の
畳
悟
は
信
怯
(
理
論
)
に
依

て
汝
に
與

へ
ら
る
、
今
喩
伽
(
實
修
)
に
於
て
そ
れ
を
聞
く
ぺ
し
。

こ
の
畳
悟
に

依

て
心
統

一
せ
ば
プ
リ
タ
「
夫
人
の
子
よ
、
汝
は
業
の
繋
縛
を
脱
る
べ
し
凶

と
訓
誠
指
示
し
π
る
文
意

は
實

に
よ
く
理
論
と
實
修
と
が
解
脱
に
封
し
て
必
要
な
る
か
を
読
き
審
し
て
ゐ
る
。

私

は
か
＼
る
意
味
に
於
て
精
紳
の
自
畳
に
封
す
る
方
法
と
し
て
喩
伽
を
直
道
と
言

ひ
學
を
補
助
道
と
言

つ
π
の
で

あ
る
。

以
上
要
す
る
に
學
が
直
遁
に
甥
し
て
補
助
道
と
し
て
認
容
し
得
る
理
由
を
原
理
的
に
述
べ
た
に
過
ぎ
な

い
が
、
か

く
の
如
き
喩
伽
と
理
論
と
に
依
て
解
脱
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
傾
向
は
前
掲
の
文
書
頃
既
に
濃
厚
に
機
運
が
動

い
て
ゐ

禿
の
で
あ
る
。

シ
ユ
ウ

ヱ
}
タ
シ
ユ
ワ
タ
ラ
書

に
、

「
彼

は
常
住
中
の
常

住
な
る
も
の
な
ウ
。
達
智
中
の
達
智
な
る
も
の
な
り
…
…
…
そ
は
理
論

(
on
音
パ
ξ
p
)
と
實
修

(
嘱
o
σq
p
)
と
に
依
て
通
達
し
得
ぺ
き
原
理
な
り
凶
と
読
述
さ
れ
て
ゐ
る
。

か
く
考

へ
て
來
る
と
學
と
實
践
と
は
實
に
表
裏
の
關
係
を
な
す
竜
の
で
あ
φ
、
學
は
實
践

を
豫
想
し
、
實
践

は
學

を
呼
び
起
す
と
言
ふ
東
洋
濁
特
の
解
脱
方
法
論
の
膿
系
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
や
う
な
氣

が
す
る
。

叢

に
於
て
梵
我

の
膳
…験
即
ち
精
脚
の
自
畳
の
立
揚
に
立

つ
て
爾
…傾
向
を
眺
め
る
時
、
學
的
態
度
を
と
れ
る
撒
論
派
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は
實
に
梵
我
の
補
助
遣

を
完
成
し
た
も
の
で
あ
り
、
喩
伽
涙
及
び
佛
陀
を
中
心
と
ぜ
る

一
派

は
其
の
直

道
を
如
現
し

た
も
の
と
見
る
事
が
出

來
る
の
で
あ
乃
。

こ
れ
は
輩
に
形
式
上
の
大
観
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ
る
が
、
更
な
立
ち
入

つ
て
三
者

の
内
面
關
係
を
探
究
し

て
み

る

な
ら
ば
、
か
の
歎
論
が
二
十
五
諦
読
を
以
て
心
理
的
に
意
識
界
の
生
成
蹄
滅
を
説
き
、
其

の
原
因
を
非
礎
異
の
根
本

自
性
(目
巳
9嘆
舞
誉
ご
が
猫
存
の
紳
我
(
弓
舞
后
ρ
)
と
結
合
し
て
次
第
に
畳
、
我
慢
、
十

一
根
、
五
唯
、
五
大
と
意
識

の

細
よ
り
粗

な
る
も
の

へ
の
分
泌
生
成
を
説

い
た
の
も
、
既
に
述
べ
箆
如
く
明

へ
の
指
示
を
與

へ
ん
と
し
て
威
畳
的
意

識

や
理
性
を
分
析
し
た
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

つ
て
、
目
的
は
依
然
と
し
て
解
脱

へ
の
指
向
で
あ
り
意
識
界

の
館
滅

に

紳
我
と
自
性
と
の
分
離
を
忘
れ
て
は
ゐ
な

い
の
で
あ

る
。
故

に
從
來
の
學
者
が
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ヅ
ト
に
現
は
れ
る
梵

我

を
取
扱

つ
禿
と
同
じ
手
法
で
歎
論
の
敢
説
を
理
解
せ
ん
と
す
る
時
は
、

ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
に
於
て
照
入
っ
鬼
矛
盾
を

繰
返
す
の
み
で
あ

つ
て
眞
の
理
解

は
望
ま
れ
な

い
の
で
あ
る
。

か
の
歎
論
の
敷
説
に
於
て
殆
ん
ど
無
關
係
の
如
き
位
置
に
立

つ
紳
我
の
存
在

に
疑
惑
の
眼
を
向
け
だ
ウ
、
或
は
紳

我
と
自
性
と
の
結
合
は
輩
に
鏡
と
封
象
と
の
交
渉

に
依
て
鏡

面
に
影

が
映

る
と
言
ふ
が
如
き
表
現
に
理
論
的
困
難

を

鳳
じ
た
り
、
或
は
紳
我
は
大
か
小
か

一
か
等
と
徒
ら
な

る
詮
索
ま
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

然
し
こ
れ
等
を
從
來
の
内
面
的
態
度
か
ら
理
解
し
て
み
れ
ば
紳
我
は
實
に
精
紳
の
自
畳

に
於
け
る
法
爾
の
姿

の
抽

象
で
あ
り
、
萬
有
を
開
登
す
る
自
性

は
精
騨
が
自
ら
を
反
省
し
た
有

の
抽
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

そ

「ウ
パ
晶
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
畿
に
就
て

・

一
〇
三

織



「
ウ
パ
轟
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

・

一
〇
四

れ
故
紳
我
は
頚

の
六
に
「
我
に
は
繋
縛

も
な
く
解
脱
も
な
し
」
と
説
か
れ
、
経
に
は

「
我
は
常
恒
、
清
浄
畳
者
、
脱
者

自
存
者
」
と
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

叉
か
く
の
如
く
内
面
的
に
解
す
る
事
に
依
て
、
聯
我
と
自
性
と
の
結
合
が
恰

も
鏡

と
影
と
の
關
係
に
於
て
示
さ
れ

て
ゐ
る
の
も
、
精

紳
が
自
ら
を
反
省
し
た
機
微

を
傳

へ
る
巧
み
な
表
現
と
し
て
理
解
し
得
ら
れ
る
し
、
或

は
叉
無
明

の
意
識
界
を
分
明
に
せ
ん
と
企

て
た
数
論
敏
説
に
紳
我
が
左
程
關
係
な
き
位
置

に
あ
る
の
も
納
得
出
來

る
し
、
紳
我

が

一
か
多
か
大
か
小
か
等
の
問
題
竜
自
ら
氷
解
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
く
考

へ
て
來
る
と
學
的

に
取
り
扱

は
れ
る
時
、
多

く
の
論
理
的
矛
盾
を
持

つ
如
く
威
ぜ
ら
れ
る
数
論

の

敷
読
も
、
根
本
的
に
は
何
等
の
矛
盾

を
も
含

ん
で
ゐ
な

い
の
で
あ

つ
て
、
其

の
組
織
の
基
礎

は
鞄
く
迄
解
脱

へ
の
思

慕
が
含
ま
れ
て
あ
動
、
歎
論
敷
読
は
始

め
か
ら
物
理
的
現
象

の
秩
序
を
企
劃

し
た
竜

の
で
は
な

い
の
で
あ

る
。

要
す
る
に
歎
論

の
立
揚
は
自
畳

の
反
省

た
る
第

一
段
階
を
基
礎
と
し
、
自
畳

の
憤
値
に
劉
し
て
反
慣
値
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
意
識
界
を
縦
に
分
析
し
、
無
明
の
原

因
は
奈
邊
に
あ
る
か
、
叉
無
明

は
如
何
な
る
秩
序
方
法
に
依
て
明
に

愛

へ
得
る
か
を
組
織
立
て
た
の
で
あ

つ
て
、
か

＼
る
意
味
に
解
し
て
の
み
歎
論
派

は
解
脱

へ
の
補
助
道
を
完
成
し
た

も
の
と
し
て
の
面
目
が
あ
り
、
歎
論
が
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
自
畳
に
封
し
て
占

む
べ
き
地
位
が
與

へ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。然

し
乍
ら
學
は
ど

≧
ま
で
竜
學
で
あ
り
、
其
の
出
駿
黙

に
於
て
萬
有

の
母
π
る
根
本
自
性
(
有
)
を
立
て
な
け
れ
ば

摺



な
ら
な

い
以
上
、
其
れ
は

一
種

の
自
然
論

で
あ
釦
、
其
の
本
質

は
認
識

で
あ
る
限
り
認
識
な
き
認
識

に
到
達
す
る
事

の
出
來
な

い
の
は
自
明

の
理
で
あ
る
。
從

て
自
畳
そ
の
も
の
を
直

に
把
握
せ
ん
と
企
て
る
實
践
主
義
に
依

つ
て
却
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
自
然
の
数

で
あ
る
。
況
や
解
脱

へ
の
指
示
と
し
て
學
を
組
織
し
乍
ら
學
そ

の
も
の
に

捉
は
れ
執
着
す

る
な
ら
ば
、
そ

は
學
に
し
て
學

に
非
ず
、
明
を
企

て
つ
、
既

に
無
明
に
堕
せ
る
も

の
と
言

は
ね
ば
な

ら
澱
。

然
も
か

、
る
足
揚
を
失

つ
た
學
が
既
に
佛
陀
出
世
當
時
の
印
度
の
山
野
に
充
ち
充
ち
て
居
り
、
繹
奪

自
ら
か
、
る

學
に
接
せ
ら
れ
た
事
も
あ
る
の
で
あ
る
。
故
に
恰
も
身

は
出
家
を
襲

ひ
乍
ら
心
は
學

の
無
明
に
捉

は
れ
解
脱
を
企
圖

し

つ
、
不
知
の
問
に
輪
廻
の
世
界
に
彷
径
し
て
ゐ
沈
沙
門
娑
羅
門
と
親
し
く
接
せ
ら
れ
た
佛
陀

世
愈
は
解
脱
の
曉
に

大
慈
悲
心
か
ら
か
く
叫
ば
れ
禿
。

「
不
死
の
扉

は
開
か
れ
た
り
。
耳
あ

る
も
の
は
來
り
て
聴
け
ω
と
。

勝

此
の
句

を
吟
味
す
る
時
少
く
と
も
當
時
の
肚
會

の

一
般
的
風
潮
を
知
る
事
が
出
來
る
し
、
繹
愈
が
深

い
無
我
の
膿

験
か
ら
出
登
し
て
無
明
に
堕
せ
る
我
(
》
サ
胃
パ
緯
p
)
は
勿
論
理
論
化
せ
る
塞
虚
な
る
形
骸
と
し
て
の
我

(》
欝
"
ξ

団
〒

歪
招
)
を
否
定
し
去
釦
つ
＼
、
或
る
黙
に
於
て
肉
艦
我

の
存
在
を
認
め
た
る
が
如
き
を
思

へ
ば
、

叢
に
紳
秘
境

へ
直

下
に
謬
ぜ

ん
と
す
る
直
遣
主
義
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
を
ウ
、
叉
其

の
黙
に
於
て
時
代
思
潮
に
甥
す
る
繹
尊
の
位
置

を
窺

ひ
得
し
、
又
佛
陀
伽
耶

の
菩
提
樹
の
下
に
現
世
の
あ
ら
ゆ
る
威
畳
的
欲
望
を

去
つ
て
精
紳

の
自
畳
淀
湛
繋
寂
静

「
ウ
バ
昌
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

・

一
〇
五
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「
ウ
.(
轟
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
主
義
に
就
て

一
〇
六

の
深

い
法
悦
に
包
ま
れ
た
佛
陀

世
奪
の
風
車

は
、
嘗

て
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
白
髪

の
紳
秘
家
が
非
、
非
、

の
如
實
な

提
示
に

一
切
の
認
識
を
絶
し
π
境
地
の
全
面
を
傳

へ
て
飴

塾
あ
る
の
で
あ
る
。

,
以
上
の
如
く
考

へ
て
來
る
時
、
丈
献
上
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
と
佛
敷
と

の
關
係
が
如
何

に
不
分
明
で

あ

る

に

し
て

も
、
内
面
的
關
係
は
深

い
蓮
鎖

を
持

つ
て
ゐ
る
ヒ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。

叉
更
に
卒
.直
に
表
現
す
る
な
ち
ば
、
祭
・及

衣
仙
の
風
串

は
直
に
佛
陀

の
風
牢
で
あ
う
、
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ッ
ト
の
本
質

は
佛
敷
に
直
流
し
て
ゐ
る
と

言

ふ

の

で
あ

る
。
若
し
叉
爾

者
の
間

に
強
て
匠
別
を
立
て
得
る
な
ら
ば
、
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
神
秘
家
は
未
曾
有

の
自
畳
境
を
縷

に
表
現
せ
ん
と
務
め
た
に
過
ぎ
な

い
が
、
佛
陀
に
於
て
は
自
ら

の
深

い
自
畳
か
ら
、
自
畳
に
關
す
る

一
切
の
秩
序
た

る
四
聖
諦
を
組
織
し
た
所
に
あ
る
と
言

へ
や
う
。

5
・佛
陀
世
奪
が
浬
榮

に
入
ら
ん
と
し
て
佛
弟
子
に
語

つ
た
言
葉
。

「
汝

は
汝
自
ら
の
光
明
禿
れ
。
汝

は
汝
自
ら
の
依
所
た
れ
、
他

に
依
所
を
求

め
ざ
れ
。
眞
理
を
し
て
汝

の
光
明
た

ら
し
め
、
汝

の
依
所
た
ら
し
め
よ
。
他
に
依
所
を
求
め
ざ
れ
。
」

の
自
蹄
依
法
蹄
依
の
訓
誠

≧
そ
佛
陀
の
自
畳

に
不
可
離
の
學
的
組
織
が
織
φ
込
ま
れ
て
ゐ
る
事
を
示
し
て
充
分
で

あ
る
。
常

に
偉
大
な
る
神
秘
家
は
同
時
に
偉
大
な
る
組
織
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佛
陀
世
奪
は
こ
の
爾
面
を
同

時
に
具
備
し
た
世
界

の
人
天
師

で
あ
り
、
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
に
磯
し
疫
紳
秘

の
流
を
汲
み
書
し
組
織
し
禿
大
紳
秘
家

で
あ
る
。
叢
に
佛
陀
世
奪
の
ウ
パ

ニ
シ
ヤ
ツ
ト
の
紳
秘
界
に
甥
す
る
地
位
が
與

へ
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
少
く
と
も
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東

洋

の
紳
秘

主
義
と

し

て
宗

敷
更

の
圏

内

に
其

の
歴

更

を
主
張

せ
ん
と
す

る
限

釦
、
紳

秘
主
義

は
佛

陀

世
奪

に
起
源

を
求

め
る
の
が

至
當

の
様

に
思

は
れ

る
。

此
の
論
丈
は
色
々
不
備
な
貼
や
、
猫
臨
の
息
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
ゐ
る
が
、
筆
者
目
下
入
替
中
に
て
書
き
直
す
べ
き
時
間
を
持
た
な
い
ま
瓦
、

乍
逡
憾
ら
當
面
の
責
務
を
果
し
て
お
く
o
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「
ウ

バ

昌
シ
ャ

ッ
・P
」
の
漁
¶秘

主
帖義
に
就

て

一
〇

七



「
ウ
パ

轟
シ
ヤ
ツ
ト
」
の
紳
秘
圭
一義
に
就

て

〇
八
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