
法
蔵
の
三
性
設
に
劃
す
る
若
干
の
疑
問

長

尾

す住

ノ、

賢
首
大
師
法
戒
の
『
華
巌
五
敬
章
』
の
中
に
、
「
三
性
同
異
義
」
な
る
一
章
が
あ
っ
て
、
聡
伽
唯
識
皐
波
の
思
想
の
中
心
を
な
す
と
思
は
れ
る

三
性
設
が
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
三
性
設
は
も
と
異
諦
の
誇
し
た
『
掻
大
乗
論
』
中
に
、
分
別
・
依
他
・
異
質
の
三
性
相
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
が
、

同
じ
内
容
は
遁
計
所
執
・
依
他
起
・
園
成
賓
の
三
性
或
は
三
相
と
し
て
、
法
相
宗
所
依
の
経
論
に
も
詳
細
に
論
ぜ
ら
る
、
所
で
あ
る
。
従
っ
て
華

巌
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
所
謂
始
数
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
一
段
も
二
段
も
低
い
教
義
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
然
し
こ
の
法
臓
の
三
性
同
異
義
は
、

『
五
敬
章
』
に
於
い
て
最
も
重
要
な
意
味
を
有
す
る
「
義
理
分
審
」
な
る
一
一
篇
の
官
頭
に
お
か
れ
、
華
巌
哲
撃
の
中
心
た
る
十
玄
縁
起
や
六
相
園

融
の
思
想
を
導
き
出
す
基
礎
を
奥
へ
る
も
の
、
如
く
に
見
え
る
。
そ
れ
は
何
れ
に
せ
よ
、

印
度
大
乗
悌
数
の
輝
や
か
し
い
結
賓
な
る
三
性
設
が
、

如
何
に
法
臓
に
よ
っ
て
取
入
れ
ら
れ
、

如
何
に
彼
の
華
巌
哲
撃
な
る
根
本
思
想
と
相
交
渉
す
る
か
を
見
る
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
甚
だ
興
味

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
唯
識
も
華
巌
も
あ
る
意
味
で
は
共
に
「
唯
心
の
縁
起
」
を
立
場
と
す
る
黙
で
一
豚
相
遁
ず
る
も
の
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
に
も

拘
は
ら
ず
法
臓
は
、
自
ら
の
理
解
に
基
づ
い
て
三
性
設
を
せ
い
ぜ
い
始
敬
的
な
同
数
一
乗
と
し
、
彼
の
立
場
た
る
別
敬
一
乗
よ
り
一
段
低
い
も
の

と
す
る
。
然
し
そ
の
彼
の
理
解
は
、
三
性
設
と
し
て
果
し
て
十
分
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
以
下
の
小
論
は
、
特
に
印
度
大
乗
偽
数
思
想
と
し
て

法
離
の
三
性
観
に
針
・
ず
る
若
干
の
疑
問
(
長
尾
)

一
八
三
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の
三
性
設
(
必
ず
し
も
法
相
宗
義
と
し
て
で
は
な
い
)
と
針
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
三
性
設
の
特
質
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
一
試
論
で
あ
る
c

『
五
教
章
』
に
於
い
て
法
臓
は
、
も
と
も
と
三
性
設
を
概
設
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
「
同
異
義
」
を
述
べ
ん
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
彼
は
先
づ
最
初
に
「
直
ち
に
」
三
性
の
各
φ

に
二
義
あ
る
こ
と
を
設
き
、
こ
れ
ら
の
こ
義
に
よ
っ
て
三
性
は
別
異
で
も
な
く
ま
た
一
で
も

な
い
と
い
ふ

0

・
次
い
で
「
問
答
決
揮
」
に
於
い
て
、
有
・
無
・
有
市
無
・
非
有
非
無
の
四
匂
分
別
を
三
性
の
各
々
に
遁
用
し
、
詳
細
に
そ
れ
に

針
す
る
誤
謬
と
正
し
い
理
解
と
を
論
守
す
る
。
最
后
に
再
び
三
性
を
「
線
設
」
し
、
「
一
の
中
に
全
て
が
牧
ま
り
」
、
三
性
の
「
異
も
妄
も
互
ひ
に

融
容
す
る
」
と
の
華
巌
的
な
立
場
に
近
づ
け
て
之
を
解
説
し
、
以
て
こ
の
章
を
終
っ
て
ゐ
る
。

大
略
か
く
の
如
き
三
段
の
紙
連
に
於
い
て
、
最
後
の
線
訟
は
、

会
く
『
揺
大
乗
論
』

の
引
用
(
大
正
臓
経

三
十
一
巻

二
二
頁
上
)
に
終
始
し
て
、

殆
ん
ど
そ
れ
以
上
に
出
づ
る
所
は
な
い
。
第
二
の
問
答
決
揮
は
、

凡
夫
の
有
無
の
二
遁
に
針
す
る
迷
執
を
除
か
ん
と
し
て
、
最
も
詳
細
懇
切
な

議
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
最
初
の
「
三
性
各
々
二
義
あ
り
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
す
べ
て
を
通
じ
て
彼
の
三
性
観
の
根
幹
を
な
す
も
の
h

如
く
で
あ
る
。
各
々
二
義
あ
り
と
は
、
異
質
性
に
「
不
襲
」

「
随
縁
」
の
二
義
が
あ
り
、
依
他
性
に
「
似
有
」
「
無
性
」
、
分
別
性
に
「
情
有
」

「
理
無
」
の
二
義
が
あ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

①
 

か
く
て
合
し
て
六
義
が
あ
る
こ
と
と
な
る
。

然
し
更
に
六
義
の
中
で
も
、

異
質
の

「
不
襲
」

と

「
魔
縁
」
と
の
二
義
の
考
へ
ら
れ
る
こ
と
が
、
最
も
究
極
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。

法
臓
の
絞
速
に
は
、

一
般
に
そ
の
用
語
の
上
で
、
種
々
暖
昧
な
貼
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
に
ま
づ
困
惑
を
感
ず
る
。
例
へ
ば
三
性
の
呼
び
名

の
如
き
も
、
場
所
に
よ
っ
て
異
る
。
即
ち
最
後
の
線
設
は
、

会
〈
異
一
諦
の
『
嬢
大
乗
論
』
を
引
用
す
る
が
故
に
、
三
性
の
名
穏
も
異
質
・
依
他
・

分
別
と
い
ふ
異
諦
流
を
以
て
す
る
。
が
、
そ
の
他
の
個
所
で
は
、
新
奮
雨
謬
の
何
れ
に
も
属
せ
ぬ
も
の
が
多
い
。
依
他
或
は
依
他
起
の
名
稗
に

は
大
き
な
問
題
は
な
い
が
、
玄
炎
の
遁
計
所
執
性
に
嘗
る
も
の
は
、
草
に
「
所
執
」
或
は
「
遁
計
」
と
稽
す
る
場
合
が
多
く
、
殊
に
「
所
執
」

と
い
ふ
の
は
玄
焚
誇
語
の
一
部
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
玄
突
が
遁
計
所
執
と
四
字
を
以
て
熟
字
せ
る
意
味
は
忘
れ
ら
れ
て
、
輩
な
る

執
着
と
も
向
調
せ
ら
れ
る
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
異
一
諦
誇
が
「
分
別
」
と
誇
し
た
意
味
も
、
玄
堤
誇
が
「
遁
計
」
を
冠
し
た
貼
も
、
無
腕
せ
ら
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れ
た
傾
き
が
強
い
。
草
な
る
煩
悩
と
し
て
の
執
着
で
は
な
く
、
分
別
計
度
が
先
行
し
て
針
象
が
執
着
せ
ら
れ
る
こ
と
が
、

こ
、
に
い
ふ
「
遁
計

所
執
性
」
な
の
で
あ
る
。
固
成
貫
性
に
就
い
て
も
、
同
様
な
侠
陥
が
あ
る
。
即
ち
法
臓
は
最
初
た
ヨ
「
異
」
と
の
み
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
異
一
諦
誇

の
異
貫
性
相
の
略
と
も
一
玄
へ
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
そ
れ
は
直
ち
に
「
異
如
」
と
言
ひ
換
へ
ら
れ
、
そ
こ
に
は
恐
ら
く
同
じ
異
一
諦
誇
の
『
起
信

論
』
の
用
語
が
導
入
せ
ら
れ
た
と
恩
は
れ
る
。
玄
撲
の
誇
語
に
近
い
「
国
成
」
な
る
用
語
も
、
同
時
に
用
ひ
ら
れ
て
は
ゐ
る
。
然
し
こ
れ
ら
の

種
々
の
表
現
を
用
ふ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
し
て
本
来
の
意
味
が
理
解
せ
ら
れ
て
ゐ
た
か
。

「
異
」
或
は
「
畳
一
貫
」
或
は
「
異
如
」
が
、
本
来

「
賞
在
」
す
る
も
の
、
如
く
誤
解
せ
ら
れ
易
い
黙
を
考
慮
し
た
の
で
あ
ら
う
か
、
玄
撲
は
そ
の
宮
司
区
名

8
5
を
「
国
成
せ
る
も
の
即
ち
異
質
」

と
の
意
味
で
「
困
成
貰
」
と
担
押
し
た
。
卸
ち
そ
こ
で
は
、
同
じ
く
異
質
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
最
初
か
ら
賓
在
す
る
如
き
も
の
と
し
て
で
は

な
く
、

行
道
的
に
「
完
成
せ
ら
れ
了
っ
た
」
如
き
も
の
と
し
て
の
み
考
へ
ら
れ
る
、

と
の
意
味
が
、

盛
り
こ
ま
れ
て
ゐ
る
。

笈
多
等
が
之
を

「
成
就
性
」
と
誇
し
た
の
も
、
同
様
な
意
味
で
あ
ら
う
。
法
臓
に
は
然
し
な
が
ら
、

か
く
の
如
き
行
道
を
以
て
完
成
し
て
行
く
と
の
意
味
は
全

く
こ
、
で
は
反
省
せ
ら
れ
な
か
っ
た
か
の
如
く
に
見
え
る
。

い
づ
れ
に
せ
よ
斯
く
諸
種
の
名
稗
を
混
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
晦
応
じ
た
濁
得
の
思
想
が
法
戒
の
三
性
設
に
は
盛
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
最
大
の

特
質
は
前
述
の
三
性
に
各
々
二
義
あ
り
と
し
て
そ
の
同
異
義
を
設
く
こ
と
と
、

「
異
よ
り
妄
へ
」
と
い
ふ
異
妄
次
第
を
と
る
と
い
ふ
二
黙
に
要

約
し
得
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
二
黙
は
何
れ
も
華
巌
濁
自
の
も
の
で
あ
る
と
自
ら
誇
る
所
で
あ
り
、

か
つ
互
ひ
に
連
関
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
づ

こ
れ
ら
二
黙
に
つ
い
て
考
へ
て
見
ょ
う
。

三
性
の
各
々
に
二
義
あ
り
と
い
ふ
中
、
遁
計
所
執
性
の
二
義
た
る
情
有
と
理
無
と
が
、

『
成
唯
識
論
』
巻
八
(
新
革
本
三
O
頁
)
に
出
づ
る
も
の

な
る
こ
と
は
、
容
易
に
知
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
但
し
法
相
宗
と
は
そ
の
解
簿
に
於
い
て
大
い
に
異
る
と
い
ふ
が
、
今
は
そ
れ
ら
の
黙
に
は
鯛
れ

法
副
都
の
三
性
設
に
針
す
る
若
干
の
野
阿
(
長
尾
)

一λ
五
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な
い
。
次
に
依
他
起
性
の
二
義
た
る
似
有
と
無
性
と
は
、
何
に
よ
る
か
ず
私
に
は
詳
ら
か
で
な
い
。
そ
の
似
有
と
い
ふ
の
は
、

『
成
唯
識
論
』

の
「
二
分
に
似
現
す
る

(巳戸・

u
r
r
p
)
』
な
ど
、
い
ふ
に
由
来
す
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
似
現
と
は
識
が
所
謂
本
質
に
似
て
轄
起
し
分
別
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
華
巌
宗
義
に
於
い
て
、
似
は
異
質
に
似
る
、
或
は
逆
に
所
執
に
似
る
と
い
は
れ
る
も
の
と
は
大
い
に
異
る
。
た
ぜ
こ
の
似
有
と

無
性
と
の
二
義
を
以
て
、
中
説
哲
撃
的
な
意
味
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
ほ
Y

確
賞
で
あ
る
。
即
ち
依
他
の
似
有
の
義
は
、
因
縁
・
縁
生
と

考
へ
ら
れ
、

『
大
智
度
論
』
や
『
中
論
』
を
こ
の
下
に
引
用
し
て
、

中
観
的
な
「
縁
起
即
空
性
」

の
意
味
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
(
大

正
蔵

四
五
巻

四
九
九
頁
中
)
0

国
成
賓
性
に
は
不
襲
と
随
縁
と
の
こ
義
が
鴎
せ
ら
れ
る
が
、

賓
は
園
成
貫
性
乃
至
は
異
如
と
い
ふ
如
き
も
の
は
、

不
渡
の
義
を
以
て
語
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
て
、
時
閣
縁
を
こ
、
に
加
へ
る
こ
と
は
、

ま
さ
し
く
華
巌
濁
自
の
も
の
で
あ
る
。
市
し
て
こ
の
こ

と
は
、
恐
ら
く
『
起
信
論
』
が
心
異
如
と
心
生
滅
の
二
門
を
設
く
こ
と
に
影
響
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

右
の
六
義
は
い
づ
れ
も
相
示
盾
せ
る
性
格
を
一
鰻
に
粂
ね
具
す
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
似
有
と
無
性
と
、
情
有
と
理
無
と
互
ひ
に
矛
盾
し
、

か
く
有
と
無
と
矛
盾
し
な
が
ら
依
他
も
遁
計
も
あ
る
の
で
あ
る
。
異
質
性
に
於
い
て
は
、
随
縁
は
縁
に
慮
っ
て
濃
化
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

不
饗
と
は
矛
盾
の
関
係
に
あ
る
こ
と
同
様
で
あ
り
、
無
得
と
有
鋳
と
が
園
成
に
於
い
て
相
却
す
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
而
し
て
こ
れ
ら
六
義

の
中
で
も
、
異
如
の
不
渡
・
魔
縁
の
二
義
が
、
す
べ
て
の
根
祇
と
な
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
も
と
不
襲
な
る
異
如
が
随
縁
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、

依
他
や
一
過
計
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

之
が
ま
た
「
異
妄
次
第
」
と
も
い
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。
異
と
妄
と
の
針
立
は
、
ま

た
本
と
末
と
も
掛
併
せ
ら
れ
、
己
兵
源
と
妄
末
な
ど
と
も
熟
字
せ
ら
れ
る
。
異
妄
の
次
第
と
は
、
三
性
が
考
へ
ら
る
、
に
際
し
て
、
国
成
・
依
他
・

遁
計
の
順
序
を
取
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
の
圏
成
が
不
遜
随
縁
の
二
義
に
よ
っ
て
他
の
二
位
の
根
源
と
な
る
と
の
謂
で
も
あ
る
。

一
般
に
三
性
が
設
か
れ
る
時
は
、
遁
計
・
依
他
・
困
成
の
順
序
を
と
る
こ
と
、

『
唯
一
誠
三
十
碩
』
の
如
き
が
多
く
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
が
、

ま
た
『
掻
大
衆
論
』
に
於
け
る
が
如
く
、
依
他
・
遁
計
・
園
成
の
次
第
を
取
る
こ
と
も
、
論
理
的
に
整
合
せ
ら
れ
た
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
の
他
、
三
性
の
並
べ
方
は
す
べ
て
六
種
が
可
能
で
あ
り
v

何
れ
も
或
る
意
味
1
1
1
た
と
へ
ば
説
明
の
順
序
と
か
理
解
の
順
序
と
か

T
j
l
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を
有
す
る
で
あ
ら
う
ひ
然
る
に
華
巌
敬
墜
に
於
い
て
は
そ
の
一
の
特
色
と
し
て
、
国
成
・
依
他
・
遁
計
と
い
ふ
異
か
ら
妄
へ
の
次
第
を
以
て
常

に
三
性
を
設
く
の
で
あ
る
。
依
他
や
、
遁
計
の
凡
夫
迷
妄
の
世
界
の
事
賓
が
、
異
如
に
依
り
異
如
か
ら
生
，
す
る
と
い
ふ
の
が
「
異
妄
次
第
」
で
あ

る
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
た
『
起
信
論
』
等
の
所
謂
如
来
蕨
思
想
と
い
ふ
も
の
L

影
響
を
大
き
く
受
け
た
も
の
で
あ
ら
う
o

か
、
る
異
か
ら
妄
へ
と

い
ふ
こ
と
の
原
動
力
は
、
寅
は
不
援
な
る
異
如
が
暴
鰹
起
動
し
崎
縁
し
て
妄
と
な
る
と
い
ふ
、

不
渡
・
魔
縁
の
二
義
に
帰
着
す
る
に
他
な
ら
な

い
と
思
は
れ
る
。

か
く
し
て
異
妄
次
第
と
不
襲
崎
縁
二
義
と
は
、

こ
の
三
性
設
の
中
心
を
な
し
、
同
一
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

不
襲
・
随
縁
の
二
義
に
関
連
を
有
じ
ク
、
、

ま
づ
異
妄
次
第
と
い
ふ
こ
と
が
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
か
を
、
更
に
少
し
く
考
察
し
て
見
よ

、っ。
所
で
三
性
は
、
何
故
に
三
位
で
あ
っ
て
二
性
で
も
四
性
で
も
な
い
の
か
。
こ
の
こ
と
に
就
い
て
は
然
る
べ
き
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
然

し
な
が
ら
上
述
の
法
臓
の
叙
述
か
ら
す
れ
ば
、
彼
が
か
、
る
黙
を
反
省
し
た
ら
し
い
形
跡
は
見
嘗
ら
な
い
。
彼
は
最
初
か
ら
三
性
に
各
φ

二
義

あ
り
と
い
ふ
の
み
で
、
三
性
を
読
く
唯
一
誠
一
畢
一
以
か
、
何
故
に
中
観
撃
波
と
異
っ
て
こ
の
訟
を
立
て
た
か
を
考
へ
た
ら
し
く
は
見
え
な
切
。
蛍
時

の
他
の
人
々
と
同
じ
く
、
法
裁
に
と
っ
て
は
三
性
は
た
y
併
設
と
し
て
最
初
か
ら
経
論
に
よ
っ
て
輿
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

か
、
る
悌
訟
に

関
し
て
、
そ
の
数
の
増
減
や
そ
の
理
由
を
彼
が
考
へ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
嘗
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
唯
識
思
想
の
勃
興
す
る
に

至
っ
て
、
般
若
経
や
中
観
の
立
場
を
承
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
異
っ
て
、
三
性
設
が
樹
立
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
歴
史
性
は
、
法
臓
に
と
っ
て
は

問
題
と
し
て
取
り
あ
ぐ
べ
く
夢
想
だ
に
し
な
か
っ
た
所
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
に
彼
は
自
己
の
見
識
に
よ
っ
て
、

「
一
二
性
に
各
々
二
義
あ
り
」
と

の
規
定
を
最
初
か
ら
輿
へ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
三
性
設
の
構
造

I
l
l三
性
で
あ
っ
て
こ
で
も
四
で
も
な
い
と
い
ふ
必
然
性

l
l
に

劃
し
て
は
、
何
の
反
省
も
行
は
れ
て
ゐ
な
い
。
然
し
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
三
性
設
に
あ
る
敏
陥
1

1

少
く
も
印
度
の
三
性
設
と
は
異
質
的
な
性

格
I
l
l
-
を
輿
へ
て
ゐ
る
。

然
る
に
印
度
の
唯
識
撃
波
の
論
書
、
例
へ
ば
『
掻
大
乗
論
』
の
如
き
を
開
〈
時
、
三
性
が
三
性
で
あ
っ
て
そ
の
他
で
な
い
と
い
ふ
必
然
性
が
、

法
販
の
三
性
訟
に
針
す
る
若
干
の
疑
問
(
長
尾
)

一
八
七
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明
瞭
に
波
み
と
ら
れ
る
。
即
ち
そ
こ
で
は
三
性
の
中
で
も
特
に
依
他
起
性
が
、
論
理
的
構
造
に
於
い
て
中
心
を
な
し
基
底
的
役
目
を
果
す
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
は
法
臓
が
最
後
に
「
線
設
」
と
し
て
引
用
せ
る
『
掻
論
』
の
文
に
も
明
ら
か
な
如
く
、
依
他
は
染
津
二
分
の
依
他
と
し
て

設
か
れ
る
。
卸
ち
二
分
と
は
、
染
と
浄
と
の
二
分
が
合
し
て
依
他
を
形
成
す
る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
依
他
起
的
な
あ
り
方
を
基
底
と
し
て
、

染
と
し
て
の
遁
計
と
津
と
し
て
の
国
成
と
が
現
貰
的
と
な
る
と
の
謂
で
あ
る
。
遁
計
執
せ
ら
れ
た
迷
ひ
の
世
界
が
現
賓
で
あ
り
、
そ
れ
が
悟
り

の
世
界
へ
園
成
せ
ら
れ
轄
換
が
賞
現
せ
ら
れ
る
、
こ
の
こ
と
の
場
所
と
な
る
も
の
が
依
他
に
他
な
ら
な
い
。
依
他
起
は
、
そ
の
上
に
於
い
て
轄

議
得
智
と
い
ふ
解
脱
が
成
立
ち
、
そ
こ
に
於
い
て
迷
ひ
の
世
界
に
針
す
る
悟
り
か
ら
の
救
ひ
の
手
が
可
能
で
あ
る
様
な
場
所
と
し
て
の
基
底
な

の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
於
い
て
煩
悩
の
ま
、
に
異
質
で
あ
り
、
生
死
が
即
ち
湿
撲
で
あ
る
と
い
は
れ
得
る
。
か
、
る
墓
地
胞
と
し
て
の
依
他
は
、

偽
陀
の
設
い
た
縁
起
に
外
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
特
に
議
、
基
鰭
と
し
て
の
臓
識
、
即
ち
阿
頼
耶
識
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
時
、
唯
識
設
が
成
立

つ
。
そ
れ
故
に
依
他
乃
至
縁
起
的
な
あ
り
方
が
、

凡
夫
に
と
っ
て
は
常
に
迷
情
所
執
の
針
象
と
な
り
、
撃
者
に
と
っ
て
は
そ
の
ま
、
が
悟
界
の

風
光
と
な
る
。
三
性
は
賞
は
全
一
な
る
も
の
こ
ニ
つ
の
あ
り
方
な
の
で
あ
っ
て
、
別
異
な
る
三
つ
の
存
在
な
の
で
は
な
い
。
故
に
迷
ひ
か
ら
悟

り
へ
の
轄
換
が
行
は
れ
る
場
所
と
い
っ
て
も
、
賞
は
依
他
が
暴
鰹
轄
換
し
て
迷
ひ
と
も
な
り
、

ま
た
悟
り
と
も
な
る
と
の
謂
で
あ
る
。
に
も
拘

は
ら
ず
迷
と
悟
、
遁
計
と
園
成
と
は
、

あ
く
ま
で
も
絶
針
に
異
る
も
の
で
あ
り
、
矛
盾
針
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
、
る
矛
盾
針
立
を
含
む
基

韓
と
し
て
、
依
他
は
二
分
依
他
で
あ
る
。
三
性
が
「
同
一
で
も
な
く
別
異
で
も
な
い
」
と
云
は
れ
る
理
由
根
擦
は
、
か
く
の
如
き
二
分
依
他
に
求

め
ら
れ
る
。
市
し
て
同
じ
論
理
的
構
造
が
、
三
性
は
三
性
で
あ
っ
て
二
で
も
四
で
も
な
い
こ
と
の
理
由
で
も
あ
る
。
染
と
浄
、
迷
と
悟
、
生
死

と
湿
紫
、
遁
計
と
国
成
等
々
の
針
立
と
、
そ
の
針
立
を
含
み
そ
の
封
立
の
場
と
な
る
如
き
依
他
起
性
と
、

か
く
て
三
性
は
必
然
的
に
三
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、

中
観
的
に
は
む
し
ろ
二
性
で
あ
っ
た
。

現
寅
に
問
題
と
な
る
の
は
、

迷
ひ
の
事
賓
と
、

そ
こ
か
ら
悟
り
へ
の
轄
入
と
の
み
で

あ
っ
て
、
そ
の
中
間
に
あ
る
第
三
の
無
記
な
る
も
の
を
考
へ
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
迷
悟
の
二
者
が
偽
陀
の
読
く
縁
起
に
於
い

て
統
一
せ
ら
れ
、
更
に
般
若
終
的
な
否
定
蒋
換
を
経
て
再
び
空
性
と
し
て
統
一
せ
ら
れ
、
こ
の
縁
起
と
空
性
と
に
於
い
て
色
即
是
空
で
あ
り
空



司司'

邸
是
色
で
あ
る
の
が
、
中
観
哲
撃
の
考
へ
方
で
あ
っ
た
。
然
る
に
唯
識
撃
波
は
、

そ
の

(
中
観
的
な
〉
否
定
轄
換
の
行
は
る
べ
き
場
所
と
し
て
、

第
三
の
依
他
を
設
定
し
た
。
依
他
は
よ
り
根
祇
的
な
あ
り
方
と
し
て
要
請
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
故
に
依
他
は
、
遁
計
か
ら
圏
成
へ
、
或
は
悟
り
か

ら
迷
ひ
へ
の
、
上
り
下
り
の
単
な
る
中
間
廃
な
の
で
は
な
い
。
軍
に
中
間
罪
な
ら
ば
、
無
限
に
紹
介
し
て
無
数
の
臨
時
を
設
定
す
る
こ
と
も
で
き

ょ
う
が
、
依
他
は
中
間
に
あ
る
の
で
は
な
く
迷
悟
染
浮
の
根
援
と
な
り
場
所
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
龍
樹
に
於
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
様
に
、

こ
、
で
も
偽
陀
の
縁
起
が
大
き
く
浮
ぴ
上
り
、
そ
れ
が
依
他
起
性
、
乃
至
は
唯
識
性
と
し
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
来
る
。

い
は
ば
唯
識
皐

波
は
、
中
観
的
に
問
題
の
核
心
と
な
っ
た
黙
を
、
更
め
て
底
に
深
く
展
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
性
設
と
い
ふ
論
理
的
構
造
に
到
達
し
た
と
い

ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
世
界
の
あ
り
方
の
構
造
な
の
で
あ
る
。

三
性
読
を
右
の
如
く
に
考
へ
て
大
き
な
謬
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
法
臓
の
三
性
設
は
甚
だ
そ
の
性
格
を
異
に
せ
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

ま
づ
異
妄
次
第
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
が
軍
に
名
穏
を
奉
げ
る
順
序
で
な
く
、
論
理
的
或
は
構
造
的
な
意
味
で
異
か
ら
妄
へ
次
第
す
る
と
い

ふ
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
三
性
設
的
で
は
な
い
。
異
が
根
祇
と
な
り
、
そ
の
上
に
妄
が
成
立
つ
と
の
思
想
は
、
所
謂
如
来
戒
思
想
と
い
ふ

べ
き
で
あ
る
。

こ
の
思
想
は
確
か
に
印
度
に
あ
っ
た
し
、
現
に
我
々
は
『
勝
髭
経
』
や
『
賓
性
論
』
(
河
川
吾
出
向
。
同
5
6
1
E
H
W
M
H〉

に
そ
れ
を
認
め

る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
思
想
は
も
と
唯
心
思
想
に
脹
胎
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
心
は
、
三
性
説
的
な
依
他
起
や
唯
識
で
も
な
く
、

ま
た
妄
染
な
る
衆
生
心
そ
の
ま
、
の
も
の
で
も
な
く
、
何
ら
か
「
心
性
本
浮
」
の
意
味
を
そ
の
裏
に
宿
し
た
心
で
あ
る
。

之
が
や
が
て
『
起
信

論
』
の
「
心
異
如
」
と
も
な
っ
た
で
あ
ら
う
o

心
性
本
揮
に
せ
よ
心
異
如
に
せ
よ
、
そ
れ
は
染
滞
の
何
れ
と
も
な
る
根
祇
と
し
て
の
二
分
依
他

で
は
な
く
、
そ
れ
自
ら
園
成
せ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
か
、
る
国
成
が
、
世
界
の
根
援
と
な
る
と
い
ふ
。
法
臓
は
湾
鏡
の
喰
を
引
い
て
、
園

成
が
「
崎
縁
し
て
染
浮
と
成
る
」

こ
と
を
諮
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
が
(
大
E
臓

四
九
九
頁
中

一一'-" 、

之
は
ま
さ
に
『
掻
論
』

に
二
分
依
他
と
い
は
れ

た
意
味
を
、

二
分
園
成
と
呼
び
か
へ
て
考
へ
ん
と
す
る
如
き
も
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
、
に
染
浮
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ら
う
か
。
縁
起

的
で
あ
り
草
に
識
と
し
て
「
花
あ
り
」
と
知
覚
す
る
如
き
依
他
・
介
別
な
ら
ば
、
そ
れ
が
染
に
も
浮
に
も
非
ざ
る
無
色
の
中
性
の
も
の
な
る
が

法
捜
の
三
性
設
に
謝
す
る
若
干
の
疑
問
(
長
尾
)

一
八
九
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故
に
、
そ
の
根
抵
の
上
に
染
も
津
も
成
り
立
ち
得
る
。
然
る
に
す
で
に
「
心
清
浮
」
と
し
て
本
来
異
質
在
な
る
も
の
が
根
祇
と
考
へ
ら
れ
る
時
、

そ
れ
が
再
び
「
浮
」
と
な
る
と
は
、

ハ
ま
た
そ
れ
が
汚
染
せ
ら
れ
る
と
は
〉
、
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
事
賞
、
明
鏡
が
喰
と
し
て
述
べ
ら

れ
る
時
、
そ
の
鏡
が
清
浮
で
塵
挨
を
留
め
な
い
な
ら
ば
、
染
も
浮
も
そ
の
ま
、
映
じ
て
「
顛
」
は
と
な
る
の
で
あ
る
。
然
し
染
浮
が
「
額
」
は

れ
る
こ
と
は
、
鏡
が
染
浮
と
「
成
」
る
こ
と
で
は
な
い
。
染
浮
は
鏡
を
ま
っ
て
、
即
ち
園
成
の
異
如
を
倹
っ
て
、
初
め
て
「
成
立
」
す
る
の
で

は
な
い
。
若
し
心
性
本
浮
そ
世
界
構
造
の
基
穏
と
な
す
な
ら
ば
、
却
っ
て
、
何
庭
か
ら
と
も
理
由
の
知
ら
れ
な
い
忽
然
た
る
「
染
」
な
る
も
の

と
の
間
の
二
元
論
を
、

つ
い
に
解
き
得
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
法
臓
の
明
鏡
の
喰
は
、
海
印
三
昧
中
に
一
切
法
が
一
時
に
顕

現
す
る
と
い
ふ
併
果
の
風
党
を
喰
例
す
る
に
は
遁
し
て
ゐ
る
が
、
世
界
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
以
て
悌
果
へ
の
悟
入
の
可
能
性
を
論
理
化
す

る
こ
と
を
目
標
と
し
た
三
位
設
と
は
、
そ
の
趣
き
を
異
に
す
る
。

行
道
的
に
は
ま
た
、
異
か
ら
妄
へ
と
い
ふ
こ
と
を
向
下
門
と
路
栴
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
妄
か
ら
異
へ
と
い
ふ
向
上
門
の
方
向
が
あ
る
べ
き
こ

と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
な
が
ら
異
妄
次
第
を
特
色
と
す
る
限
り
、

少
く
も
向
上
門
は
直
接
こ
、
に
は
設
か
れ
ず
、
向
下
門
の
み
と
な
る
。

而
し
て
向
下
門
に
於
い
て
、
仰
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
下
な
る
も
の
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
極
め
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
然
し
そ
の

「
下
」
と
は
何
か
。
同
じ
く
下
で
は
あ
っ
て
も
、
未
だ
悟
り
に
全
く
鯛
れ
ぎ
る
凡
夫
の
迷
執
を
指
す
の
で
あ
る
か
、
或
は
悟
り
の
後
に
、

し、

は

ば
後
得
智
に
於
い
て
、
菩
薩
が
大
悲
を
以
て
凡
夫
に
同
じ
た
世
界
を
指
す
の
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
は
、
大
い
な
る
淫
庭
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

法
臓
の
異
妄
次
第
は
、

た
y
前
者
の
み
で
あ
る
様
に
見
え
る
。
即
ち
根
本
無
明
に
よ
っ
て
依
他
が
、
枝
末
無
明
に
よ
っ
て
温
計
が
、
異
如
を
根

①
 

か
く
無
明
に
よ
っ
て
妄
の
生
起
を
考
へ
る
所
に
、
果
し
て
後
得
智
の
世
界
が
包
容
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
否

源
と
し
つ
、
生
起
す
る
の
で
あ
る
が
、

か
は
疑
は
し
い
。

然
る
に
依
他
が
三
性
の
根
抵
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
向
下
も
向
上
も
二
つ
な
が
ら
そ
の
方
向
を
有
す
る
。
即
ち
依
他
か

ら
遁
計
へ
の
轄
換
に
於
い
て
凡
夫
の
世
界
が
成
立
す
る
と
の
向
下
が
、

ま
た
国
成
か
ら
依
他
へ
の
復
鵠
(
例
え
ば
『
三
十
碩
』
に
於
け
る
「
圃
成
を
見
ざ
れ



最
E

一
主
主
主
主
翼
撃
者

ば
依
他
を
見
ず
」
の
侮
を
見
よ
)
に
於
い
て
悌
か
ら
菩
薩
へ
の
向
下
が
見
ら
れ
る
。

而
し
て
遁
計
か
ら
園
成
へ
の
穂
依
こ
そ
は
こ
の
場
令
の
向
上
門
で

あ
り
、
そ
の
場
所
と
し
て
依
他
が
あ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
ま
さ
に
三
性
は
三
性
と
し
て
相
互
に
針
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
臓
の
如
く
異
を
根
抵
と
し
、
異
妄
次
第
を
と
る
限
り
、
す
べ
て

は
異
如
に
包
ま
れ
た
も
の
と
な
っ
て
、
遁
計
や
依
他
の
猫
立
性
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
か
、
或
は
ま
た
異
妄
の
二
性
を
以
て
十
分
で
あ
っ
て
、
三

性
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
、
な
ら
い
っ
。
異
が
何
故
に
依
他
に
墜
落
し
、
更
に
そ
れ
が
何
故
に
遁
計
に
ま
で
墜
落
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
は
法
臓
に
於

い
て
明
瞭
で
な
い
。
従
っ
て
異
妄
の
次
震
に
於
い
て
は
、
依
他
の
存
在
理
由
の
考
へ
ら
る
べ
き
絵
地
が
、
甚
だ
稀
薄
と
な
る
で
あ
ら
う
。

次
に
不
避
と
随
縁
と
い
ふ
園
成
の
二
義
に
於
い
て
も
、
右
と
相
似
た
難
黙
が
見
出
さ
れ
る
。
上
述
の
如
く
法
臓
は
、
三
性
の
各
々
に
二
義
あ

り
と
い
ふ
こ
と
を
以
て
、
そ
の
同
義
と
異
義
と
を
述
べ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
国
成
の
「
不
綿
製
」
と
依
他
の
「
無
性
」
と
遁
計
の
「
理

無
」
の
三
義
の
問
に
三
性
の
同
義
が
成
立
ち
、

同
様
に
「
随
縁
」
と
「
似
有
」
と
「
情
有
」
と
の
三
義
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
同
義
が
成
立
つ
と

い
ふ
。
市
し
て
前
の
三
者
の
同
義
(
即
ち
本
の
同
義
)
と
後
の
同
義
(
末
の
同
義
)
と
の
聞
に
は
意
味
の
同
じ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
っ
て
、

不

一
の
義
卸
ち
異
義
が
成
立
つ
と
い
ふ
の
が
、
此
の
場
A
口
の
議
論
の
大
綱
で
あ
る
。
然
し
こ
の
間
異
義
は
甚
だ
理
解
し
難
い
も
の
が
あ
る
。

①
 

普
通
三
性
の
不
一
不
奥
義
が
述
べ
ら
れ
る
時
は
、

例
へ
ば
『
掻
論
』

に
い
ふ
如
く
、

依
他
が
異
門
(
宮
『
可
制
百
)
を
以
て
依
他
と
も
遁
計
と

も
園
成
と
も
な
る
と
い
ふ
と
と
に
由
来
す
る
。
依
他
が
根
祇
と
な
り
、
依
他
が
奉
鰹
轄
換
す
る
所
に
、
三
性
は
即
一
の
意
味
を
有
す
る
が
、

同

時
に
蒋
換
し
て
他
の
性
格
と
し
て
迷
悟
針
立
す
る
が
故
に
、
非
一
の
意
味
を
有
す
る
。

然
る
に
法
臓
に
於
い
て
は
、

そ
の
本
の
同
義
も
末
の
同
義
も
、

一
つ
の
事
貰
を
表
裏
か
ら
言
ひ
換
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
異
如
の
不
渡
と
し
て

賓
在
す
る
こ
と
が
、
依
他
や
遁
計
の
無
性
や
理
無
と
し
て
無
な
る
こ
と
を
反
額
し
、
異
如
の
随
縁
す
る
こ
と
が
同
様
に
依
他
や
遁
計
の
似
有
、

法
蔵
の
三
性
設
に
封
ず
る
若
干
の
疑
問
(
長
尾
)

九
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情
有
と
し
て
有
な
る
こ
と
を
示
す
と
い
ふ
。
そ
こ
に
は
、
三
性
が
相
互
に
否
定
し
っ
、
も
、
否
定
轄
換
に
よ
っ
て
不
具
で
あ
る
、

と
の
意
味
は

願
は
に
せ
ら
れ
な
い
。
更
に
そ
の
具
義
に
於
い
て
は
殊
に
奇
な
る
も
の
が
あ
る
。
邸
ち
右
の
同
義
と
し
て
の
こ
種
が
、

不
一
で
あ
り
等
し
く
な

い
と
い
ふ
の
み
で
あ
る
。

一
種
の
同
義
と
他
の
一
種
の
同
義
と
が
、
同
じ
意
味
を
有
し
な
い
と
い
ふ
の
み
で
、
三
性
そ
の
も
の
が
相
互
に
不
一

①
 

で
あ
り
異
で
あ
る
と
の
意
味
は
何
ら
述
べ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
或
は
ま
た
、
せ
い
ぜ
い
三
性
が
各
々
有
す
る
こ
義

l
lそ
れ
は
法
減
自
ら
が
規
定

し
た

l
lが
矛
盾
し
て
具
義
で
あ
る
と
い
ふ
に
止
ま
る
。
情
有
と
理
無
が
有
無
針
立
し
、
似
有
と
無
性
が
有
無
針
立
す
る
こ
と
は
こ
、
に
と
も

か
く
論
じ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
根
源
的
に
は
不
襲
と
崎
線
と
の
大
矛
盾
に
よ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
市
し
て
こ
の
二
義
は
、
矛
盾
し
な
が
ら

も
あ
く
ま
で
同
一
の
鰹
の
二
義
と
し
て
強
調
せ
ら
れ
る
o

か
く
し
て
三
性
の
同
義
は
、
三
性
の
有
す
る
各
一
義
が
横
に
列
ね
ら
れ
て
同
な
の
で
あ
り
、
そ
の
異
義
は
、
三
性
の
有
す
る
各
二
義
が
相
互

に
矛
盾
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
若
し
然
ら
ば
、

こ
の
同
義
も
異
義
も
、

と
も
に
本
来
の
関
係
、
異
妄
の
次
第
に
於
い
て
同
で
あ
り
異
で
あ
る

こ
と
L

な
る
。
従
っ
て
ま
た
そ
れ
は
、
結
局
、

不
綿
製
と
崎
縁
と
の
こ
義
に
腸
着
す
る
の
で
あ
り
、

不
獲
と
随
縁
と
が
同
一
の
鰹
で
あ
り
つ
〉
異

義
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
牧
ま
る
。

異
如
に
せ
よ
圃
成
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
が
不
餐

(
E
E
E
)
な
る
性
格
を
以
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
多
く
の
論
番
に
等
し
く
見
ら
れ
る
除
で
、

問
題
は
な
い
。
そ
れ
に
謝
し
て
活
縁
と
は
如
何
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
法
臓
は
、
法
相
宗
が
異
如
を
「
凝
然
不
作
諸
法
」
と
考
へ
、
こ
の

随
縁
の
義
を
見
な
い
と
し
て
、

之
を
極
カ
排
斥
す
る
。
事
賞
、
縁
に
随
っ
て
流
轄
も
し
、

ま
た
逆
に
還
滅
も
行
は
れ
、
そ
れ
が
そ
の
ま
、
で
異

如
と
云
ひ
得
る
様
な
立
場
の
あ
る
こ
と
は
、
十
分
理
由
が
あ
る
。
但
し
か
く
の
如
き
立
場
は
、
国
成
質
せ
ら
れ
了
っ
た
智
に
於
い
て
あ
る
と
い

ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

「
獲
化
が
異
如
」
で
あ
る
と
は
、
費
化
が
そ
の
ま
、
に
肯
定
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

之
と
逆
に
「
異
質
が
濃
化
」
し
、

異
如
が
瞳
縁
す
る
こ
と
、
は
、
直
ち
に
等
し
く
は
な
い
。
事
賞
、
英
知
が
崎
縁
す
る
と
い
ふ
も
の
は
、
少
く
も
印
度
の
諸
経
論
に
は
見
嘗
ら
な

い
様
で
あ
る
。
法
寂
自
ら
も
こ
の
疑
問
よ
り
す
る
反
駁
を
『
五
敬
章
』
に
於
い
て
諌
想
し
、
そ
れ
に
答
へ
て
次
の
如
く
い
ふ
。

「
諸
超
に
異
如
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1

を
設
い
て
凝
然
と
な
す
の
は
、

無
常
に
異
ら
ぎ
る
の
常
で
あ
り
、

不
思
議
常
と
名
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

諸
法
と
作
ら
ざ
る
、

迷
情
の
考
へ

た
凝
然
で
は
な
い
」
と
。

三
、
に
は
排
斥
せ
ら
る
べ
き
立
場
と
し
て
暗
に
法
相
宗
が
擬
せ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、

右
の
文
に
よ
れ
ば
法
相

宗
は
迷
情
を
以
て
異
如
を
考
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、

不
襲
化
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
る
。
何
故
に

⑦
 

法
相
宗
の
考
へ
方
が
迷
情
所
謂
で
，
あ
る
と
断
定
し
得
る
か
、
ま
た
そ
の
真
如
を
凝
然
不
作
と
定
義
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
意
味
が
「
不
思
議
常
」

か
、
る
異
如
は
諸
法
と
は
作
ら
な
い
、

で
な
い
と
云
ひ
得
る
か
は
、

こ
、
で
は
全
く
明
ら
か
で
な
い
。
法
相
宗
義
と
し
て
「
異
如
随
縁
」
が
設
か
れ
な
い
の
は
事
寅
で
あ
ら
う
が
、
然

ら
ば
之
を
設
か
な
い
翠
教
も
亦
、
同
じ
過
失
を
有
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。

之
に
針
し
て
、
塾
教
に
も
異
如
随
縁
の
義
あ
り
と
し
て
、
件
広

臓
は
『
梼
伽
経
』
及
ぴ
『
起
信
論
』
を
引
い
て
ゐ
る
。
即
ち
「
如
来
臓
が
苦
築
を
受
く
」
と
云
ひ
、

「
自
性
清
浮
心
が
無
明
の
風
に
よ
っ
て
動

く
」
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
文
章
は
、
所
謂
如
来
臓
思
想
と
し
て
受
と
ら
れ
、
そ
の
限
り
に
於
い
て
理
解
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
然
し
如
来
臓

(EEmpssmRσE)
は
、
直
ち
に
如
来
(
宮
岳
山
向
山
宮
)
な
の
で
は
な
く
、
ま
た
異
如
(
片
山
仲

E
Z〉
で
も
な
く
、

国
成
貫
性

で
も
な
い
。
如
来
を
寂
す
る
に
し
て
も
如
来
に
蔵
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
如
来
戒
と
は
む
し
ろ
衆
生
界

(ω
伊
丹
守
守
門
出
回
判
官
)
を
指
す
と
い
ふ
の
が

普
遁
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
衆
生
界
乃
至
衆
生
心
と
し
て
の
如
来
臓
は
、
「
苦
楽
を
受
け
」
、
生
死
に
も
沈
倫
し
、
園
成
の
浬
撲
に
も
趣
く
べ
き

可
能
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
如
来
蕨
思
想
は
更
に
之
を
盟
・
な
る
衆
生
心
で
は
な
く
、

「
自
性
清
津
心
」
と
し
て
規
定
し
、

之
を
異
如

と
同
調
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
場
合
に
、
大
き
く
異
質
的
に
封
立
す
る
も
の
は
、

異
如
と
無
明
で
あ
る
。

(
無
明
を
異
質
的
左
も
の
と
し
て
真
如
の

外
に
治
く
こ
と
は
、
却
っ
て
真
如
が
真
如
の
名
に
値
い
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
・
な
い
か
、
と
の
大
き
左
問
題
が
こ
こ
に
は
潜
ん
て
い
る

c

)

更
に
こ
の
異
如
と

無
明
と
の
針
立
に
よ
っ
て
、
如
来
蕨
心
が
自
ら
の
中
に
於
い
て
、

心
異
如
と
心
生
滅
の
二
門
に
分
た
れ
た
。
邸
ち
今
の
不
要
と
随
縁
と
に
相
慮

す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
如
来
廉
崎
縁
が
異
如
崎
縁
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
は
ヨ
そ
の
主
語
内
容
が
す
り
換
へ
ら
れ
っ
、
も
、
随
縁
と

い
ふ
動
詞
は
そ
の
ま
、
残
っ
て
、
・
依
他
起
し
縁
起
す
る
と
い
ふ
内
容
が
、
事
賓
の
世
界
と
し
て
保
存
せ
ら
れ
て
ゐ
る
如
き
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る。

法
磁
の
三
性
設
に
封
ず
る
若
干
の
疑
問
(
長
尾
)

一
九
三
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そ
れ
は
何
れ
に
し
て
も
、
時
四
縁
は
右
の
如
く
如
来
蔵
思
想
と
し
て
意
味
を
有
す
る
。
然
る
に
か
h

る
如
来
蕨
思
想
に
於
い
て
は
、
異
如
と
無

明
、
異
如
と
生
滅
、
即
ち
異
と
妄
の
針
立
が
き
び
し
い
。
そ
の
他
に
第
三
性
は
必
要
と
し
な
い
。
不
獲
と
随
縁
も
亦
、
こ
の
こ
を
以
て
十
分
に

完
結
し
、
三
性
へ
の
原
理
と
は
な
ら
な
い
。
邸
ち
根
源
な
る
不
獲
の
異
如
が
、

し
か
も
随
縁
し
て
一
切
の
世
界
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。

そ
の
随
縁
は
、
他
方
に
無
明
と
い
ふ
不
可
思
議
な
原
理
を
必
要
と
し
、
ま
た
そ
れ
が
根
本
と
枝
末
に
区
別
せ
ら
れ
て
、
依
他
と
遁
計
と
の
段
階

の
相
遣
を
生
む
の
で
は
あ
る
が
、
結
局
そ
れ
は
同
じ
無
明
と
し
て
異
如
と
針
立
し
、
世
界
を
二
分
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
旨
で
は
三
性
で
は
な

く
、
不
獲
と
随
縁
と
の
こ
性
、

或
は
二
つ
の
原
理
、
を
以
て
十
分
な
る
が
如
く
で
あ
る
。
何
故
三
性
た
る
べ
き
か
は
こ
、
で
も
明
ら
か
で
な
い
。

そ
れ
は
三
性
設
が
、
世
界
の
論
理
的
構
造
を
語
ら
ん
と
す
る
も
の
と
は
同
じ
く
な
い
。

然
し
な
が
ら
法
臓
が
不
渡
と
随
縁
と
の
二
義
を
間
明
に
し
た
こ
と
は
、

あ
く
ま
で
卓
見
と
い
は
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
は
.
、
之
に
よ
っ
て
彼

は
、
如
来
臓
思
想
の
有
す
る
一
つ
の
難
黙

l
l何
故
に
妄
染
が
異
津
に
由
来
す
る
か
と
の
難
問

l
lを
回
避
せ
ん
と
し
た
と
も
考
へ
ら
れ
る

Q

世
界
が
不
獲
で
あ
る
と
共
に
随
縁
で
あ
り
、
常
に
異
ら
ざ
る
の
無
常
で
あ
り
、
乃
至
不
染
に
し
て
染
、

と
い
ふ
こ
と
は
、
議
巌
哲
撃
に
於
い
て

最
も
院
俸
せ
ら
れ
る
「
性
起
」
の
概
念
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
性
起
と
は
「
不
改
性
に
し
て
縁
起
す
る
」
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

然
ら
ば
か
く
の
如
き
法
臓
の
卓
見
に
相
賞
す
る
も
の
が
、
印
度
以
来
の
三
性
設
に
は
快
け
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
。

然
し
な
が
ら
こ
の
「
不
渡
に
し
て
魔
縁
」
と
い
ふ
こ
と
こ
そ
、
寅
は
三
性
設
が
そ
の
構
造
の
み
一
簡
を
以
て
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
た
所
で
あ
っ

た
。
国
成
と
遜
計
と
依
他
と
が
針
立
し
つ
、
も
、
根
抵
的
に
は
依
他
起
的
轄
換
と
し
て
不
異
で
あ
る
と
い
ふ
三
性
の
不
一
不
異
義
が
、
そ
の
こ

と
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
一
方
に
国
成
し
て
不
獲
な
る
世
界
と
、
他
方
に
は
依
他
縁
起
し
て
随
縁
的
な
る
世
界
を
凡
夫
の
迷
情
が
執
着
し
て

我
な
り
我
所
な
り
と
す
る
如
き
世
界
と
が
針
立
レ
、

し
か
も
そ
れ
ら
が
根
祇
的
な
依
他
起
性
に
よ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
る
。

凡
夫
の
迷
情
は
、
常

に
全
一
な
る
世
界
1

1

そ
れ
が
悌
陀
に
よ
っ
て
縁
起
の
法
と
呼
ば
れ
、
今
、
依
他
起
と
い
ふ
も
の

l
ー
を
針
象
と
す
る
。

之
を
針
象
と
し
て
種

々
雑
多
な
る
存
在
を
想
定
す
る
が
故
に
、
遜
計
所
執
性
な
の
で
あ
る
。
然
る
に
同
じ
全
一
の
世
界
が
、
執
着
の
除
か
れ
た
ま
、
に
、
雲
者
に
と



つ
て
は
圃
成
賞
性
に
外
な
ら
な
い
。
龍
樹
は
こ
の
同
じ
消
息
を
、

縁
起
と
空
性
と
の
緊
張
に
於
い
て
考
へ
た
こ
と
は
、

『
中
論
』

蹄
敬
偽
に
、

縁
起
を
規
定
し
て
不
生
不
滅
乃
至
不
来
不
去
と
し
、

吉
，
粋
で
あ
り
戯
論
寂
滅
で
あ
る
と
述
べ
た
如
き
に
も
徴
し
得
る
で
あ
ら
う
。

依
他
即
ち
縁

起
は
、

常
に
凡
夫
の
境
界
に
於
い
て
分
別
戯
論
、

即
ち
遁
計
所
執
性
と
し
て
現
は
れ
る
と
共
に
、

他
方
で
は
右
の
如
く
常
に
圃
寂
な
る
意
味
を

持
つ
。

か
く
し
て
三
性
の
国
融
無
碍
が
設
か
れ
る
。

三
性
の
園
融
無
碍
と
い
ふ
こ
と
は
、

三
性
の
論
理
的
構
造
会
鰭
が
、

針
立
し
っ
、
熔
融
す

る
意
味
、
卸
ち
不
獲
に
し
て
縁
随
と
い
ふ
意
味
を
荷
ふ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

法
臓
が
こ
の
不
獲
と
境
線
と
を
、
世
界
の
原
理
と
し
て
の
三
性
の
構
造
に
於
い
て
で
は
な
く
、

た
立
国
成
の
一

性
に
腕
跨
せ
し
め
た
こ
と
は
、

上
述
の
如
き
如
来
蕨
思
想
の
影
響
が
絵
り
に
も
強
か
っ
た
故
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
然
し
そ
れ
故
に
世
界
は
た
ヨ
園
成
の
一
性
と
な
り
、

何
も
か
も
が
悟
り
切
っ
た
世
界
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
す
べ
て
が
た
て
絶
針
者
で
あ
り
、

不
獲
と
随
縁
と
い
ふ
原
理
も
、
悟
り
へ
向
ふ
論
理
で

は
な
く
、

た
て
絶
針
者
の
戯
れ
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
ま
た
法
臓
が
極
力
主
張
す
る
三
性
の
熔
融
と
い
ふ
こ
と
、
は
、
逆
に
、
む
し
ろ
園
成
が
三

性
か
ら
切
離
さ
れ
た
濁
立
の
絶
針
の
園
と
し
て
成
立
す
る
と
い
ふ
憐
れ
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
こ
に
熔
融
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ
た

す
ら
上
か
ら
の
も
の
で
、

下
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
、
に
如
来
臓
思
想
と
い
ふ
の
は
、
高
い
次
元
の
も
の
、

如
来
撤
或
は
異
如
と
い
ふ
如
き
も
の
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
根
援
と
な
っ
て
、
低

い
次
元
の
も
の
が
成
立
す
る
と
考
へ
る
立
場
を
い
ふ
。
そ
れ
は
低
い
次
元
の
現
賞
の
世
界
が
根
祇
と
な
り
、
そ
の
上
に
異
質
が
成
就
せ
ら
れ
樹

立
せ
ら
れ
て
行
く
と
い
ふ
三
性
設
の
方
向
と
は
逆
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
二
つ
の
方
向
が
逆
行
し
て
考
へ
ら
れ
る
時
、
法
臓
が
も
し
如
来
臓
の

方
向
を
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
一
性
は
む
し
ろ
捨
て
ら
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
た
て
し
如
来
蕨
思
想
と
い
っ
て
も
、
本
来
の
そ
れ
が
必
ず
し

も
右
の
如
き
高
い
も
の
か
ら
低
い
も
の
へ
を
意
味
し
た
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
如
来
戒
は
衆
生
心
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
衆
生
心
が
常
に
清

浮
心
、
異
質
心
で
あ
る
と
は
規
定
し
得
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
へ
ば
『
起
信
論
』
は
、
経
に
日
く
と
し
て
、

「
如
来
療
に
依
る
が

故
に
生
死
あ
り
、

如
来
臓
に
よ
る
が
故
に
浬
擦
を
得
」

と
い
ふ
が
(
岩
波
文
庫

宇
井
本

六

O
頁
)
、

之
は
『
掻
大
衆
論
』
に
阿
毘
達
磨
経
備
と

L

法
戒
の
三
性
設
に
叫
到
す
る
若
干
の
興
問
(
長
尾
)

一
九
五
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「
無
始
時
来
の
界
が
依
と
な
っ
て
、
諸
趣
の
輪
廻
も
あ
り
、
浬
擦
の
詮
得
も
あ
り
」
と
い
ふ
も
の
と
同
じ
論
理
を
た
ど
る
。
こ
の
後
者
の

一
九
六

て、「
界
」
が
、

『
掻
論
』
の
如
く
阿
頼
耶
識
(
即
ち
依
他
起
性
)
と
考
へ
ら
れ
る
か
、

『
賓
性
論
』
に
於
け
る
如
く
如
来
蕨
と
考
へ
ら
れ
る
か
に
よ

っ
て
、
設
の
差
別
が
生
ず
る
が
、
何
れ
の
場
合
も
、
そ
の
上
に
浬
撲
と
生
死
と
が
成
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
浬
喋
に
よ
っ
て
生
死
が
成
立
つ
と
い

ま
づ
衆
生
心
を
法
と
し
て
奉
げ
、
こ
の
心
に
依
っ
て
大
乗
が
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
こ
の
心
に
心

ふ
の
で
は
な
い
。
同
じ
く
『
起
信
論
』
に
、

異
如
と
心
生
滅
の
二
相
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
ふ
(
玄
義
介
)

0

之
ま
た
心
・
衆
生
心
を
依
援
と
し
て
異
如
と
生
滅
の
二
門
が
考
へ
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
未
だ
必
ず
し
も
嗣
成
心
か
ら
依
他
や
遁
計
の
分
別
心
が
生
ず
る
と
い
ふ
方
向
で
は
な
い
。
之
に
反
し
て
法
臓
は
、

か
、
る
衆
生
心

乃
至
如
来
臓
を
、
直
ち
に
宮
内
寅
・
異
如
と
同
調
し
た
。
そ
れ
は
偽
界
の
風
光
で
は
あ
っ
て
も
、
世
界
の
成
立
と
悟
入
の
論
理
と
を
扱
は
ふ
と
す

る
本
来
の
三
性
設
と
は
、

全
く
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

四

法
臓
は
更
に
、
有
・
無
、
亦
有
亦
無
・
非
有
非
無
の
四
句
分
別
を
三
性
の
各
々
に
遁
用
し
て
詳
細
な
議
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
。
三
性
が
有
無

等
の
四
句
の
何
れ
か
一
と
し
て
偏
り
執
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
、
讃
者
は
そ
の
綴
密
な
論
理
の
中
に
、
感
銘
を
以
て
敬
へ
ら
れ
る
で
あ
ら

う
。
同
時
に
ま
た
、
そ
の
異
義
が
明
ら
か
に
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
三
性
は
四
句
の
何
れ
と
し
て
も
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
も
そ
こ
に
は
設
か
れ
る
。

こ
れ
ら
の
議
論
の
進
め
ら
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
上
述
の
如
き
異
如
が
迷
悟
一
切
の
所
依
で
あ
る
と
の
確
信
は
、
念
々
頴
著
な
も
の
と
な
っ
て
行

く
。
然
し
こ
、
で
も
我
々
は
若
干
の
疑
問
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
い
。

空
と
無
と
が
屡
主
同
視
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
殊
に
中
闘
の
悌
教
に
於
い
て
犯
さ
れ
た
、
大
き
な
誤
謬
で
あ
っ
た
。
空
が
無
の
意
味
を
宿
す
こ

と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
草
な
る
無
念

Frω)
や
虚
無
守
山
ω
巴
)
と
は
直
別
せ
ら
れ
て
、

一
旦
否
定
せ
ら
れ
た
も
の
が
蘇
っ
て
縁
起
有
と
な
り

図
施
設
(
戸

-Z仏
何
百
ー
官
と
引
宅
巴
〉

せ
ら
れ
る
所
に
、

空
(
め
口
ロ
て
mw〉

の
文
字
が
使
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
法
織
に
も
ま
た
、

こ
れ
ら



の
語
の
使
用
に
於
い
て
同
様
な
る
混
請
が
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
例
へ
ば
異
如
の
正
義
を
額
は
し
て
「
異
如
は
こ
れ
空
の
義
な
り
」
(
大
正
戚

五
O
一
頁
中
)
と
い
ふ
が
、

そ
れ
は
之
と
連
る
他
の
個
所
に
徴
す
れ
ば
「
無
の
義
」
に
外
な
ら
な
い
。

空
の
文
字
を
用
い
る
に
嘗
っ
て
、
異
如
に

関
係
し
た
時
は
「
空
異
如
」

「
不
空
異
如
」
と
い
ふ
如
く
に
、

ほ
ヨ
『
起
信
論
』
的
な
語
を
用
い
る
が
、
依
他
を
設
く
に
営
つ
て
は
『
中
論
』

的
な
表
現
に
富
ん
で
ゐ
る
。
邸
ち
『
中
論
』
等
に
「
縁
生
は
畢
覧
空
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
を
引
い
て
、
依
他
の
有
無
を
論
じ
て
ゐ
る

五

O
一頁上
)
0

然
る
に
こ
の
空
は
、
右
の
文
の
前
後
で
は
空
無
と
も
な
り
、
無
性
と
も
な
っ
て
ゐ
る
。
依
他
は
有
な
り
や
と
問
ふ
て
、

と
答
へ
て
ゐ
る
の
も
(
同

(
大
正
臓

然
ら
ず
、
縁
起
無
性
の
故
に
、

四
九
九
頁
)
、

中
観
的
な
論
理
た
る

「
縁
起
の
故
に
無
性
」
の
意
味
な
る
べ
く
、
然
ら

ば
そ
の
無
性
は
、

単
な
る
無
で
は
な
く
、

「
無
自
性
」
で
あ
り
「
空
性
」
で
あ
る
の
が
正
し
い
。
次
い
で
依
他
は
無
な
り
や
と
問
ひ
、
然
ら
ず
、

無
性
縁
起
の
故
に
と
答
へ
て
ゐ
る
の
も
、

設
く
も
の
と
な
し
、

会
く
同
様
で
あ
ら
う
。

『
嬉
大
乗
論
』
等
に
依
他
を
有
と
い
ふ
の
は
、

「
空
に
異
ら
ざ
る
の
有
」
を

『
中
論
』
等
に
縁
生
を
空
と
な
す
の
は
、

「
有
に
具
ら
ぎ
る
の
空
」
な
の
で
あ
る
と
論
じ
(
同

E
O
O下
l
五
O
一
上
)
、
或
は

「
具
さ
に
有
無
の
理
を
有
す
」
と
い
ふ
こ
と
が
、

「
空
有
と
も
に
融
す
」
と
言
ひ
換
へ
ら
れ
る
如
き
、
何
れ
も
空
と
無
と
が
混
腕
せ
ら
れ
て
ゐ

る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
然
し
な
が
ら
、
種
々
な
る
漢
葬
者
の
誇
語
の
相
違
や
、
殊
に
六
朝
以
来
の
漢
土
に
於
け
る
悌
敬
撃
の
歴
史
と
環
境
と

を
考
へ
る
な
ら
ば
、
こ
の
様
な
概
念
整
理
が
行
は
れ
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
許
さ
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
そ
れ
に
し
て
も
、
有

『
中
論
』
が
有
と
無
と
有
無
の
二
と
非
有
無
と
を
離
れ
て
空
で
あ
る
と
い
ふ
如
く
に
屡
主
主
張
す
る

無
の
四
何
分
別
を
行
ひ
な
が
ら
法
裁
は
、

こ
と
的
、
如
何
に
解
し
た
の
で
あ
ら
う
か
o

龍
樹
の
空
は
四
句
を
絶
し
て
一
段
高
次
に
あ
る
も
の
な
る
こ
と
、
従
っ
て
有
に
劃
す
る
無
で
は
な

く
、
法
臓
の
異
如
と
い
ふ
如
き
も
の
に
相
嘗
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

無
と
空
と
の
か
、
る
混
滑
は
、

老
荘
思
想
な
ど
、
の
歴
史
的
交
渉
の
下
に
、

と
も
か
く
嘗
時
と
し
て
は
致
し
方
の
な
か
っ
た
こ
と
か
も
知
れ

な
い
。
然
し
な
が
ら
こ
L

に
問
題
は
、

む
し
ろ
次
の
黙
に
あ
る
。
邸
ち
か
く
の
如
く
彼
が
三
性
の
一
つ
一
つ
に
有
無
等
の
四
句
分
別
を
適
用
す

る
時
、
そ
の
三
性
の
一
つ
一
つ
を
ば
、

如
何
な
る
も
の
と
し
て
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
、

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
三
性
が
各
別

法
臓
の
三
位
設
に
針
ず
る
若
干
の
疑
問
(
長
尾
)

一
九
七
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一
九
八

異
な
三
つ
の
存
在
と
し
て
考
へ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

之
は
、
先
に
国
成
一
一
性
の
世
界
に
堕
す
る
危
険
を
述
べ
た
の
と
相
ま
っ
て
、
彼

が
法
相
宗
を
隔
歴
の
三
性
を
立
て
る
も
の
と
し
て
排
斥
し
、
自
ら
は
三
性
倶
融
の
立
場
に
あ
り
と
主
張
す
る
こ
と
、
背
馳
す
る
も
の
を
感
ぜ
し

め
る
。

異
に
三
性
銘
融
な
ら
ば
、

(
そ
の
場
合
、
有
無
と
は
、
究
極
に
は
異
質
在
か
非
寅
在
か

三
性
を
別
々
に
し
て
そ
の
有
無
を
論
ず
る
こ
と
は
、

と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
、
)
意
味
を
な
さ
な
い
と
恩
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
は
上
述
の
如
く
、
依
他
を
根
祇
と
す
る
如
き
三
性
の
有
機
的
構

遣
は
存
し
な
か
っ
た
。
然
し
異
の
有
無
と
い
ふ
如
き
は
、

全
一
な
る
世
界
が
三
性
と
し
て
不
一
不
異
で
あ
る
と
い
ふ
全
鰻
構
造
の
上
か
ら
論
ぜ

ら
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
更
に
ま
た
三
性
の
一
つ
一
つ
を
か
く
有
無
の
立
場
か
ら
観
察
し
、
そ
れ
の
み
に
止
ま
る
こ
と
は
、
後
に
述

べ
る
如
く
三
性
の
有
す
る
他
の
重
要
な
性
格
を
看
過
す
る
こ
と
、
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
以
下
そ
れ
ら
に
就
い
て
、
主
と
し
て
依
他
を
例

と
し
て
、
簡
軍
に
論
じ
て
見
た
い
。

国
成
・
依
他
・
遁
計
の
各
，
ャ
に
関
し
て
、
有
無
等
の
四
勾
に
執
す
べ
か
ら
ぎ
る
こ
と
、
執
す
る
時
は
断
常
の
二
の
過
失
が
常
に
伴
ふ
こ
と
、

然
し
な
が
ら
そ
の
義
を
額
は
さ
ば
、

四
勾
の
何
れ
の
義
も
可
能
な
る
こ
と
が
詳
細
に
法
織
に
よ
っ
て
論
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
々
の
議
論
は
こ

、
に
省
略
す
る
。
依
他
に
つ
い
て
之
を
有
な
り
と
執
す
る
を
排
す
る
下
に
問
答
を
設
け
、
然
ら
ば
何
故
に
『
嬢
論
』
等
に
依
他
を
有
と
し
た
か

と
問
ひ
、
上
述
の
如
く
そ
れ
は
「
空
に
異
ら
ざ
る
の
有
」
で
あ
り
、
所
謂
「
異
際
を
動
ぜ
ず
し
て
諸
法
を
建
立
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
ふ
。
之

と
逆
に
『
中
論
』
等
が
何
故
に
縁
生
を
空
な
り
と
し
た
か
は
、
そ
れ
が
「
有
に
具
ら
ざ
る
の
空
」
で
あ
り
、

「
縁
生
を
動
ぜ
ず
し
て
寅
相
を
設

く
」
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
。
以
下
更
に
清
弊
と
護
法
と
の
論
争
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
、
そ
の
曾
遁
も
試
み
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の

議
論
は
す
べ
て
明
快
で
あ
る
。
た
ヨ
そ
の
論
理
は
、
何
れ
か
と
い
へ
ば
中
観
的
な
そ
れ
が
援
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
異
際
を

動
ぜ
ず
し
て
諸
法
を
建
立
す
」
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
空
性
の
ま
、
に
縁
起
有
な
る
こ
と
、
従
っ
て
法
臓
の
異
如
の
不
獲
に
し
て
陽
線
な
る
こ
と

で
あ
る
。

「
線
生
に
し
て
賓
相
を
設
く
」
は
、
同
様
に
随
縁
の
ま
、
に
異
如
不
漫
な
る
を
指
す
こ
と
、
な
る
。
然
ら
ば
之
は
、
依
他
起
に
闘
す

る
論
理
で
あ
る
か
、
圏
成
に
関
す
る
そ
れ
で
あ
る
か
え
紛
ら
は
し
く
な
る
。
之
は
も
と
も
と
、
依
他
起
的
な
意
味
の
「
溜
縁
」
が
、
園
成
異
如
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の
一
義
と
し
て
肢
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
依
他
性
が
別
立
せ
ら
れ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

所
で
之
に
績
い
て
更
に
、
若
し
依
他
が
「
言
の
如
く
に
有
」
な
ら
ば
、
そ
の
時
は
縁
起
は
有
性
な
る
べ
く
、
有
性
な
ら
ば
縁
を
籍
ら
ざ
る
べ

く
、
然
ら
ば
依
他
た
る
こ
と
を
破
壊
す
る
こ
と
、
な
る
、

と
論
じ
て
、
依
他
の
有
に
「
執
す
」
べ
か
ら
ぎ
る
こ
と
を
再
論
す
る
。
然
し
な
が
ら

「
縁
を
蒲
る
L

こ
と
の
同
義
語
に
外
な
ら
な
い
。
依
他
が
有
で
あ
り
、
縁
起
が
有
性
な
ら
ば
、

云
々
と
い
ふ
時
の
そ
の
依

依
他
・
縁
起
と
は
、

他
や
縁
起
と
は
、
果
し
て
何
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
「
縁
を
蒋
ら
.
さ
る
」
如
き
何
ら
か
賞
種
的
な
も
の
が
ま
づ
考
へ
ら

れ
、
そ
れ
が
有
性
で
あ
っ
た
り
、
一
一
一
一
口
の
如
く
に
有
と
執
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、

と
い
ふ
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
之
卸
ち
三
性
の
会
樫
構
造
か
ら
切

離
し
て
、
依
他
・
縁
起
を
濁
立
に
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
有
無
等
の
四
匂
を
適
用
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
の
あ
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
「
言

の
如
き
の
有
と
し
て
の
依
他
」

が
否
定
せ
ら
れ
る
の
は
、

之
に
「
執
す
」
る
こ
と
は
邸
ち
遁
計
所
執
性
に
外
な
ら
な
い
。
「
言

遁
計
執
せ
ら
れ
た
も
の
が
否
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

之
は
依
他
の
み
な
ら
ず
、

の
如
く
」
と
い
ふ
の
は
、
後
の
文
に
「
如
謂
の
有
」
と
い
ふ
も
の
で
あ
り
、

「
如
情
所
謂
」
の
否
定
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
国
成
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
依
他
に
関
す
る
論
述
が
、

い
つ
の
ま
に
か
遁
計
の

内
容
に
移
行
し
て
ゐ
る
。
先
に
は
依
他
は
困
成
に
紛
れ
た
が
、
今
は
遁
計
と
す
り
換
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
之
は
「
三
性
倶
融
」
な
る
が
故
に
、

と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
依
他
の
濁
自
の
性
格
が
明
瞭
と
な
っ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
如
く
如
来
液

的
な
思
想
で
は
二
性
を
以
て
十
分
で
あ
る
か
ら
、
依
他
は
自
ら
の
場
所
を
有
せ
ず
、
時
に
は
園
成
と
近
づ
き
、
園
成
と
直
別
せ
ら
れ
る
時
は
、

渇
計
に
堕
し
て
し
ま
ふ
の
で
あ
る
。

依
他
の
濁
自
の
性
格
と
い
ふ
の
は
、
た
え
似
有
と
無
性
と
い
ふ
有
無
の
概
念
を
以
て
そ
れ
が
律
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
貰
は
三
性
訟
に
於

い
て
は
、

常
に

「
識
」

「
分
別
」
と
い
ふ
内
容
が
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
、
に
今
一
度
、
三
性
設
の
考
へ
方
を
ふ
り
か
へ
っ
て
見

-F-
、0

4
'
h
i
v
 「

有
る
」
も
の
は
、
例
へ
ば
机
の
上
に
見
え
る
一
一
輸
の
花
で
あ
る
。
そ
れ
は
根
源
的
に
依
他
縁
起
的
に
有
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
凡
夫
迷
情

法
顧
の
三
位
院
に
謝
す
る
若
干
の
疑
問
(
畏
尾
)

一
九
九
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に
よ
っ
て
、
美
く
し
き
花
あ
り
と
い
ひ
、
わ
が
花
な
り
と
執
す
る
時
、
同
じ
分
別
が
遁
計
所
執
的
に
有
る
花
と
な
る
。
若
し
分
別
に
於
い
て
こ

の
執
着
が
一
旦
除
か
れ
る
な
ら
ば
、
園
成
貫
性
が
現
成
し
、
花
は
、
い
は
立
成
備
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
執
着
の
除
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
依

他
が
純
粋
清
津
の
依
他
に
復
蹄
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。

つ
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、

か
く
異
に
依
他
起
的
に
有
り
と
知
る
こ
と
は
、
国
成
を
詮
し
て
後
に
初
め
て
成
立

「
有
る
」
も
の
は
あ
く
ま
で
一
輸
の
花
が
依
他
起
的
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
花
で
は
な
い
依
骨
骨
骨
が
有
る
の

で
は
な
い
。
三
性
は
い
は
ヨ
存
在
の
範
鴫
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

一
輪
の
花
は
存
在
す
る
が
、
花
で
は
な
い
一
輪
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

「
依
他
が
有
で
あ
る
な
ら
ば
縁
を
籍
ら
ぬ
」

と
い
ふ
議
論
は
、

か
、
る
内
容
の
あ
る
現
賞
か
ら
抽
象
し
て
、

依
他
を
草
に
形
式
的
な
範
曙
T
と

し
て
扱
ふ
v

」
と
で
あ
る
。

三
性
設
に
於
い
て
は
か
、
る
内
容
が
、
常
に
「
識
」
令
官
制

E
)
と
し
て
、

或
は
花
と
し
て
「
表
象
せ
ら
れ
た
識
」

(
〈
ぷ
宏
司
氏
)
と
し
て
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
識
が
依
他
起
性
と
し
て
有
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
本
来
、

剣
断
で
あ
り
分
別
で
あ
る
が
故
に
、
直
ち

に
分
別
に
よ
っ
て
執
着
せ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
遁
計
所
執
性
と
な
る
。

か
、
る
識
乃
至
分
別
と
し
て
の
賓
質
的
な
内
容
、

及
び
そ
れ
に
よ
る

構
造
的
な
漣
聞
は
、
法
臓
に
於
い
て
は
奥
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
上
述
の
如
く
中
観
的
な
傾
向
を
以
て
、

た
ヨ
有
無
の
面
を
吟
味
す
る
の

み
で
あ
る
。
た
て
し
龍
樹
が
有
無
を
超
え
た
空
を
設
く
こ
と
は
、

い
は
三
一
切
の
事
物
に
遁
用
せ
ら
れ
る
真
理
で
あ
っ
て
、

あ
へ
て
三
性
に
限

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
三
性
の
一
々
の
有
無
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
何
ら
三
性
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
と
は
な
ら

な
い
。
龍
樹
が
四
句
分
別
を
以
て
、
縁
起
性
と
空
性
と
の
緊
張
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
、
そ
の
同
じ
場
面
が
三
性
設
に
於
い
て
は
依
他
起

性
に
相
嘗
し
、

之
を
極
軸
と
し
て
遁
計
と
園
成
の
二
性
も
展
開
せ
ら
れ
る
。
更
に
ま
た
三
性
訟
で
は
、
別
に
三
無
性
と
し
て
こ
の
空
性
の
意
味

が
設
か
れ
る
。
三
無
性
訟
は
法
臓
で
は
表
面
会
く
開
設
せ
ら
れ
ず
、
今
の
有
無
の
吟
味
も
そ
の
線
に
沿
ふ
も
の
と
考
へ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

か
く
の
如
く
に
し
て
三
性
設
は
そ
の
賞
質
的
な
内
容
と
し
て
、
常
に
「
識
論
」
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
最
初
、
三
界
唯
識
と
い
ふ
こ
と

が
依
他
起
的
に
根
祇
的
に
成
立
っ
て
居
り
、
そ
の
上
に
人
法
二
我
の
仮
設
(
ロ
官
。
昨
ろ
が
行
は
れ
る
が
、
園
成
を
透
過
し
て
後
な
は
そ
れ
が
唯

識
性
と
稽
せ
ら
れ
る
の
は
、
右
の
如
き
理
由
に
依
る
の
で
あ
る
。

か
、
る
黙
を
考
慮
に
入
れ
な
い
な
ら
ば
、
た
と
へ

『
掻
論
』
が

「
空
に
具
ら
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ぎ
る
の
有
」
を
設
き
、

『
中
論
』
が

「
有
に
異
ら
ざ
る
の
空
」
を
設
い
た
と
認
め
ら
れ
る
に
は
し
て
も
、

な
ほ
か
つ
何
故
に
唯
識
撃
徒
は
あ
く

ま
で
依
他
的
世
界
を
三
性
殺
に
於
い
て
主
張
し
、
中
観
撃
徒
が
終
始
之
を
否
定
し
た
か
と
い
ふ
、
そ
の
論
争
の
核
心
を
つ
く
こ
と
と
は
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
か
、
る
観
黙
を
離
れ
て
三
性
を
有
無
等
の
四
句
に
よ
っ
て
分
別
す
る
こ
と
は
、
各
別
異
な
る
依
他
起
が
、
ま
た
園
成
が
、

温
計
め
存
在
す
る
か
否
か
を
吟
味
ず
る
こ
と
、
な
り
、
一
一
一
性
は
隔
歴
せ
ら
れ
た
方
向
に
於
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
、
な
る
。
法
臓
が
異
に
三
性

設
の
精
神
を
理
解
し
、
そ
の
熔
融
乞
設
か
ん
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
三
性
の
一
々
を
有
無
の
四
句
を
以
て
吟
味
す
る
と
い
ふ
方
向
は
、
初
め
か

ら
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
筈
で
は
な
か
ら
う
か
。

要
す
る
に
少
な
く
も
法
臓
は
、

「
識
論
」
と
無
関
係
に
三
性
を
論
ず
べ
き
で
は
な
か
っ
た
と
恩
は
れ
る
。
結
局
彼
は
、
三
性
の
名
栴
の
み
を

輿
へ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
と
り
、

之
を
中
観
的
な
論
理
を
以
て
潤
色
し
、
最
後
に
如
来
蕨
思
想
と
し
て
解
説
し
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ

れ
が
華
巌
の
特
色
で
も
あ
り
、
華
巌
の
綜
合
的
立
場
と
も
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
れ
故
に
ま
た
、
中
観
の
空
無
自
性
に
徹
せ
ず
、
他
方

三
性
設
の
論
理
的
思
惟
か
ら
も
離
れ
て
、

た
ぎ
如
来
菰
的
な
直
観
の
み
に
堕
し
て
ゐ
る
。
法
識
は
む
し
ろ
か
、
る
三
性
設
に
徹
底
す
る
か
、

炊

ら
ず
ん
ば
之
を
捨
て
、
、
如
来
菰
・
悌
性
の
一
性
に
徹
す
る
か
の
何
れ
か
の
一
を
取
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
か
。

五

法
臓
の
三
性
設
に
於
い
て
は
、
以
上
の
如
く
有
無
の
四
句
に
よ
る
考
察
が
詳
細
で
あ
る
が
、

之
は
ま
た
前
述
の
六
義
、
異
妄
次
第
等
の
考
へ

方
に
於
い
て
も
ド
ミ
ナ
ン
ト
で
あ
る
。
六
義
の
中
、
後
の
四
義
が
有
無
の
概
念
に
よ
る
性
格
づ
け
な
る
こ
と
は
文
字
の
上
に
も
見
え
、
最
初
の

不
獲
随
縁
の
二
義
も
、
そ
の
ま
ま
異
質
在
と
虚
妄
な
る
非
存
在
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
く
す
べ
て
を
有
と
無
と
の
緊
張
に

於
い
て
考
へ
る
こ
と
は
、
本
来
の
三
性
設
の
一
部
で
は
あ
る
が
全
部
を
つ
く
す
も
の
と
は
云
ふ
を
得
な
い
。

元
来
三
性
設
は
、
種
々
な
る
意
義
を
含
ん
で
考
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
車
に
右
の
如
き
存
在
論
的
な
範
曙
を
意
味
す
る
の
み
で
は
な
い
。

法
蔵
の
三
性
蹴
に
針
す
る
若
干
の
疑
問
(
畏
尾
)

二
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依
他
起
性
が

「
他
に
よ
っ
て
起
る
」
と
の
存
在
論
的
表
現
を
と
る
に
拘
は
ら
ず
、

分
別
や
識
と
い
ふ
い
は
ば
認
識
論
的
な
内
容
を
有
す
る
も
の

と
し
て
常
に
規
定
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
上
述
の
如
く
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
遁
計
が
汁
計
」
と
い
ふ
文
字
を
以
て
構
成
せ
ら
れ
、
分
別
性
と
も
招
待

さ
れ
る
。
勿
論
、
総
識
論
的
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
現
代
の
認
識
論
乃
至
心
理
撃
を
直
ち
に
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、

「
所
執
性
」
と
し
て
雑
染

的
な
意
味
を
よ
り
多
く
含
ん
で
ゐ
る
。
分
別
せ
ら
れ
た
こ
と
、
認
識
せ
ら
れ
た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
ま
ま
雑
染
で
あ
る
と
の
意
味
が
あ
る
。

そ
れ
故
に
最
後
に
園
成
質
性
は
之
を
清
浮
に
す
る
と
の
意
味
が
あ
る
。
園
成
賓
(
句
住
民
屯

g
g
)
と
は
、
前
に
も
鯖
れ
た
如
く
、

「
賞
践
す
る

こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
賓
践
が
「
完
成
せ
ら
れ
た
」
こ
と
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。

そ
れ
は
吉
弘
「
・
歩
む
こ
と
」
、

同

}
E
E吉
区
「
行
」
、

同
}
円

mwE同
)
白
色

「
道
」
等
と
語
原
的
に
つ
な
が
り
な
が
ら
、

し
か
も
そ
れ
が
完
了
せ
る
形
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
三
性
は
議
論
と
つ
な
が
り
つ
、
も
、
更
に
ま

た
賓
践
論
を
も
そ
の
中
に
含
ん
で
ゐ
る
。
唯
識
と
い
ふ
こ
と
も
賞
は
か
か
る
賓
践
に
奉
仕
す
る
唯
識
で
あ
る
。
然
る
に
法
臓
の
三
性
設
で
は
た

て
有
無
が
問
題
と
な
り
、
殆
ん
ど
全
く
か
か
る
認
識
か
ら
賓
践
へ
の
面
を
有
し
な
い
。

之
は
聡
伽
行
撃
波
と
も
呼
ば
れ
る
唯
識
撃
波
か
ら
見
れ

ば
、
全
く
三
性
の
意
義
を
淡
却
せ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。

三
位
が
世
界
の
構
造
を
説
く
理
論
な
る
こ
と
は
屡
々
述
べ
た
。
然
し
そ
の
世
界
の
構
造
と
は
、
草
に
有
無
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
存
在

の
構
造
は
そ
の
ま
、
賞
践
の
構
造
な
の
で
あ
り
、
構
造
の
理
論
が
そ
の
ま
h

解
脱
へ
の
賓
践
行
と
な
る
。
そ
れ
故
に
三
性
に
於
い
て
、
そ
の
果

と
し
て
の
圏
成
賓
の
世
界
が
一
方
に
設
定
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
反
額
せ
ら
れ
て
、
渇
計
所
執
の
あ
り
方
が
、
無
限
に
雑
染
の
世
界
に
低
下
す
る
の

で
あ
る
。
国
成
異
如
が
雑
染
所
執
の
根
源
と
な
る
の
み
な
ら
ば
、

か
か
る
貰
践
行
は
そ
こ
に
所
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
依
他
起
性
が
こ
れ

ら
の
根
祇
と
な
り
媒
介
的
な
意
味
を
有
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
、
草
に
物
の
有
と
無
と
の
根
抵
に
な
る
と
い
ふ
如
き
意
味
で
は
な
く
、
有
も
無
も

識
的
な
根
抵
に
於
い
て
と
ら
へ
ら
れ
、
そ
の
有
と
無
が
轄
識
得
智
に
於
い
て
園
成
貫
性
へ
轄
換
せ
ら
れ
得
る
矯
の
場
所
と
な
る
と
い
う
意
味
に

於
い
て
根
祇
で
あ
る
。
三
性
は
そ
ね
故
に
解
脱
や
救
済
の
場
所
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
少
く
も
そ
れ
ら
へ
の
理
論
的
根
擦
を
輿
へ
る
も
の
で
あ

る
。
解
脱
へ
の
方
向
が
こ
こ
に
強
く
打
出
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
以
上
の
紋
速
に
よ
っ
て
も
ほ
y
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
救
済
と
い
ふ
こ
と
、
殊



可

に
後
代
の
そ
れ
は
、

こ
の
唯
識
撃
波
で
は
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
と
い
ふ
の
が
事
賓
で
あ
る
。

然
し
菩
薩
の
理
念
は
す
で
に
そ
の
中
核
を
な

し
て
ゐ
た
し
、
前
に
も
嫡
れ
た
後
得
清
浮
世
間
智
と
い
ふ
如
き
も
の
が
、

か
か
る
菩
薩
の
あ
り
方
と
し
て
提
出
せ
ら
れ
る
。
根
本
智
と
後
得
智

と
の
関
係
は
、

正
に
法
臓
の
不
獲
と
随
縁
と
い
ふ
関
係
に
似
て
ゐ
る
。
市
し
て
そ
の
後
得
智
は
世
間
智
な
る
が
故
に
、
依
他
起
性
と
呼
ぶ
に
ふ

さ
は
し
い
。
何
と
な
れ
ば
依
他
起
は
元
来
、
識
で
あ
り
分
別
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
後
得
智
が
依
他
起
で
あ
る
と
の
意
味
は
、
本
来
根
祇
的
で

あ
っ
た
依
他
が
、
そ
の
上
に
迷
妄
の
雲
と
し
て
か
げ
つ
て
ゐ
た
遁
計
が
除
か
れ
て
、
本
来
の
依
他
に
立
時
る
こ
と
で
あ
り
、
「
国
成
を
見
て
然

る
後
に
初
め
て
見
ら
れ
る
依
他
」
の
姿
で
あ
る
。
菩
薩
が
菩
薩
と
し
て
働
く
場
面
も
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
。
菩
薩
は
世
間
に
同
ず
る
が
、

世
間
に
染
ま
ら
な
い
と
は
、
依
他
起
的
に
純
粋
で
あ
り
清
津
で
は
あ
る
が
、
遁
計
所
執
で
は
な
い
と
い
ふ
意
味
と
な
る
。
同
じ
く
分
別
で
は
あ

り
な
が
ら
、
根
本
的
に
依
他
が
分
別
で
あ
る
と
い
は
れ
る
こ
と
と
、
分
別
性
(
真
諦
誇
)
、
遁
計
所
執
性
(
玄
英
語
)
と
い
ふ
も
の
と
は
、

会
く
相

同
じ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
六
義
を
以
て
規
定
せ
ら
れ
、
有
無
の
四
句
分
別
を
以
て
吟
味
せ
ら
れ
た
法
臓
の
三
性
設
に
於
い
て
は
、

か
く
の
如
き
解
脱
へ

の
向
上
的
な
方
向
と
、

救
済
と
し
て
の
向
下
的
な
方
向
と
が
、
含
ま
れ
る
も
の
、
如
く
に
は
見
え
な
い
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
臓
の

三
性
設
は
、
識
論
と
も
切
離
さ
れ
、
解
脱
や
救
済
に
関
係
す
る
聡
伽
行
論
と
も
切
離
さ
れ
て
、
車
に
存
在
論
的
に
眺
め
ら
れ
た
と
許
せ
ら
れ
る

こ
と
、
な
る
。

①
 

法
臓
が
最
後
に
「
線
設
」
と
し
て
引
用
す
る
『
掻
論
』
の
文
は
、
上
家
述
べ
来
っ
た
印
度
本
来
の
三
性
設
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
所
謂
二
分
依
他
が
設
か
れ
、

か
、
る
依
他
の
上
に
生
死
即
浬
擦
が
成
立
つ
と
い
ふ
も
の
で
あ
る
。
此
の
『
掻
論
』
の
文
章
が
、
設
述
の

様
相
に
於
い
て
も
、
そ
の
内
容
に
於
い
て
も
、
そ
れ
以
前
の
法
臓
の
紋
漣
と
は
全
く
そ
ぐ
は
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
今
や
明
ら
か
で
あ
ら

ぅ
。
か
L

る
二
分
依
他
を
中
心
と
す
る
三
性
設
を
、
輩
に
似
有
、
無
性
と
い
ふ
規
定
や
、
有
無
の
四
何
分
別
等
を
以
て
律
し
去
る
べ
き
も
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

法
擁
の
三
性
設
に
針
す
る
若
干
の
疑
問
(
長
尾
)

二

O
三



五

十

周

年

記

念

論

集

筆
者
は
華
巌
哲
撃
を
専
門
に
撃
ぶ
者
で
も
な
く
、

以
上
記
す
所
も
た
立

臓
の
他
の
論
著
や
そ
の
思
想
の
歴
史
的
系
譜
を
詳
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
思
は
ざ
る
大
き
な
過
誤
を
犯
し
、

務
法
の
罪
に
喧
し

二

O
四

『
五
敬
章
』

の
嘗
面
の
文
に
出
づ
る
所
を
問
題
に
し
た
の
み
で
、

法

祇
を
な
し
た
の
で
は
な
い
か
、

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
を
ひ
た
す
ら
惚
れ
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
右
に
述
べ
た
誇
黙
は
、

法
臓
が
そ
の
華
巌
哲
墜
を
大
成
す
る
僑
の
重
大
な
根

従
っ
て
ま
た
華
巌
の
思
想
の
組
織
に
も
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

未
熟
を
か
へ
り
み
ず
こ
の
一
・
文
を
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
幸
ひ
に
し
て
先
皐
諸
師
の
叱
正
に
菩
さ
か
な
ら
ぎ
ら
ん
こ
と
を
、
葉
求
す
る
も
の
で

あ
る
。'霊)

 

4
E
a
--・1

「
翻
心
畳
夢
紗
」
傘
中
(
大
E
臓
経

七
九
頁
下
)
に
右
に
や
L
似

七
十
一
巻

た
三
性
の
六
義
、
即
ち
、
情
有
、
理
無
、
傾
有
、
賓
無
、
無
相
、
質
賓
が
見
え
て
ゐ「揖

る
。
之
は
後
世
法
相
宗
載
に
基
づ
い
て
組
織
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ら
う
。

大
葉
論
」
な
ど
に
も
、
三
性
に
各
々
二
義
あ
り
と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
が
(
大
正
識
経

三
十
一
巻

一
三
九
頁
)
、
内
容
は
全
く
異
つ
て
ゐ
る
。

(2) 

中
醐
酬
は
無
を
説
き
、
唯
識
は
有
を
主
張
す
る
と
い
ふ
の
が
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て

漢
揮
併
教
に
於
け
る
常
酷
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
賓
は
中
翻
は
室
を
一
説
き
、
誰
識
は

三
性
を
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
空
も
直
ち
に
縁
起
に
闘
し
、
三
性
も
自
ら
三
無

性
な
の
で
あ
る
か
ら
、
車
に
有
と
無
と
を
以
て
こ
の
雨
皐
流
を
割
切
っ
て
考
え
る
こ

と
は
遁
嘗
で
な
い
。

(3) 

「
橋
大
蕪
論
」
な
ど
に
於
い
て
は
、
唯
識
の
三
性
義
は
、
置
ち
に
仰
の
三
身
読
や

加
行
・
根
本
・
後
得
の
三
智
な
ど
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
殊
に
後
得
清
湾
世
間

智
と
稽
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
菩
薩
の
あ
り
方
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
、

(
何
と
な

れ
ば
菩
薩
の
行
震
は
車
な
る
凡
夫
の
智
に
よ
る
も
の
で
は
勿
論
な
く
、
か
と
い
っ
て

仰
の
根
本
智
と
も
具
る
も
の
で
あ
る
か
ら
)
、
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。

こ
の
後
得

智
が
法
般
に
よ
っ
て
如
何
に
扱
は
れ
た
か
を
今
審
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
少
く
も
こ

の
「
三
性
同
異
義
」
に
於
い
て
は
闘
説
せ
ら
れ
る
所
が
な
い
。

(4:) 

「
成
唯
識
論
」
新
導
本
各
八

三
二
頁

第
二

l
十
行
の
圃
成
、
依
他
の
不
一
不

(5) 
異
義そ

の
他
に
「
指
事
」
で
は
、
不
異
に
四
門
、
不
一
に
五
門
を
敷
へ
て
計
九
種
の
不

一
一
小
異
の
論
理
を
述
べ
る
が
、
そ
の
中
の
三
或
は
四
門
の
み
が
、

「
五
教
章
」
の
文

の
嘗
面
に
説
か
れ
た
と
す
る
も
の
L
如
く
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
右
の
法
臓
の
不
一

「
指
事
」
で
は
、

門
は
、
不
異
門
に
属
す
る
も
の
と
し
て
さ
え
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

不
雛
と
似
有
、
随
殺
と
無
性
等
の
不
一
は
説
く
が
、
木
質
と
縫
秩
と
が
針
立
し
不
一

で
あ
る
と
は
述
べ
な
い
も
の
L
如
く
で
あ
る
。

例
へ
ば
「
中
遁
分
別
論
輝
疏
」
山
口
一
発
本
、

E
E
w
a
E
a
r
g
p
E
r
p
H削
(
匂
・

g)
一

E
吉
川
邑
岡
山
・
勺

R
E胡
自
己
主
(
勺
-

H

虫
、
弓
)
一

2FT山
2
・宮司

E
胡
吉
宗
判
判
官
同
E
S宮
MEEd

(6) 
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J
手

u
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E』苛

τ 

宅普ま

主三2

弄

ド王乏喜

2竺?苦2費望

(
匂
-
H
M
U
J

】
)
等
を
参
照
。

等

(7) 

質
如
を
「
凝
然
不
作
諸
法
」
と
規
定
す
る
こ
と
は
、

「
成
唯
識
論
」
中
に
は
見
出

(9) 

上
来
筆
者
が
印
度
本
来
の
三
性
説
と
呼
ぶ
も
の
に
つ

い
て
の
筆
者
の
考
へ
方
に
つ

せ
な
い
様
で
あ
る
。

然
ら
ば
こ
の
規
定
は
、
法
臓
が
外
部
か
ら
典
へ
た
も
の
で
あ
り
、

い
て
は
、
他
に
「
一
ニ
性
読
と
そ
の
瞥
喰
」

東
方
襲
報
京
都

第
十
一
加
第
四
分

む
し
ろ
法
臓
の
思
想
で
あ
り
理
解
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
か
-
。

や

「
時
換
の
論
理
」

哲
皐
研
究

第
三
十
五
巻
第
七
加

参
照
。

(8) 

「
中
論
」
第
二
十
五
品
第
二
十
二
傷
、
第
廿
二
品
第
十

一
掃
、
第
十
五
品
第
十
偶
、

法
癖
の
三
性
設
に
針
す
る
若
干
の
疑
問
(
長
尾
)

二

O
五


