
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
日
鋤
⇔
鋤
ω
鋤
）

船
　
山

徹

　
イ
ン
ド
仏
教
で
は
一
般
に
、
認
識
の
種
類
と
し
て
、
「
六
識
」
す
な
わ
ち
視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
・
触
覚
と
い
う
五
種
の
感
覚
器
宮

（
以
下
、
感
官
と
略
称
）
に
よ
る
認
識
（
五
識
、
五
感
官
知
）
と
意
識
（
第
六
識
）
を
立
て
る
。
こ
の
う
ち
意
識
（
国
喪
。
温
鼠
轟
）
と
は

意
（
マ
ナ
ス
、
ヨ
鋤
葛
ω
）
に
よ
る
認
識
で
あ
る
。
意
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
視
覚
が
眼
と
い
う
感
官
を
必
要
と
す
る
の
と
岡
じ
様
に
、
意
識

に
も
固
有
の
感
官
が
あ
る
と
素
朴
に
想
定
し
て
、
そ
れ
を
意
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
例
え
ば
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
が
意
を
内
的

感
官
と
し
て
実
体
視
し
た
の
に
対
し
て
、
仏
教
は
意
に
実
在
性
を
与
え
な
か
っ
た
。
仏
教
理
論
の
基
盤
と
も
い
う
べ
き
説
一
切
有
部
の
教
説

で
は
、
意
識
と
の
関
係
の
も
と
に
使
用
さ
れ
る
意
は
現
に
生
じ
て
い
る
認
識
の
一
瞬
前
の
認
識
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
物
質
組
成
の
感
官

（
鼠
鴇
巳
畦
貯
鋤
）
を
意
味
し
な
い
。
即
ち
、
あ
る
認
識
が
五
感
官
の
い
ず
れ
を
も
介
さ
ず
に
生
じ
る
場
合
、
そ
れ
を
意
識
と
呼
び
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
l
V

そ
の
原
因
た
る
一
瞬
前
の
認
識
を
意
と
呼
ぶ
に
す
ぎ
な
い
。

　
イ
ン
ド
仏
教
に
あ
っ
て
最
も
精
緻
な
認
識
論
を
構
築
し
た
の
は
、
現
代
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
仏
教
知
識
論
学
派
、
あ
る
い
は
仏
教
論
理

認
識
論
学
派
、
経
量
楡
伽
行
総
合
学
派
、
と
呼
ば
れ
る
一
派
で
あ
る
。
こ
の
学
派
に
、
「
意
知
覚
」
（
マ
ー
ナ
サ
・
プ
ラ
テ
ィ
ア
ク
シ
ャ
、

B
蓼
器
碧
鑓
蔓
艮
毬
）
と
い
う
術
語
を
も
ち
い
て
な
さ
れ
る
知
覚
理
論
が
あ
る
。
複
合
語
の
前
半
マ
ー
ナ
サ
筥
倒
づ
p
鐙
は
名
詞
「
意
」
マ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ス
か
ら
派
生
し
た
形
容
詞
で
あ
り
、
「
意
の
関
わ
る
～
」
「
意
に
よ
る
～
」
を
意
味
す
る
。
複
合
語
の
後
半
プ
ラ
テ
ィ
ア
ク
シ
ャ
は
直
接
知
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
意
味
で
あ
り
、
「
概
念
（
概
念
的
思
考
）
を
離
れ
、
誤
り
の
な
い
認
識
」
と
定
義
さ
れ
る
。
つ
ま
り
意
知
覚
と
は
意
の
関
わ
る
或
い
は
意

　
　
　
　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
鋤
鵠
餌
ω
鋤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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（
5
）

に
よ
る
直
接
知
覚
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
説
一
切
有
部
の
場
合
と
同
様
、
意
は
物
質
か
ら
成
る
感
官
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　
仏
教
知
識
論
を
体
系
化
し
、
後
代
の
理
論
的
発
展
を
基
礎
づ
け
た
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
（
六
〇
〇
一
六
六
〇
年
頃
）
は
、
直
接
知
覚
の
種

類
と
し
て
感
官
知
・
意
知
覚
・
自
己
認
識
・
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
（
瞑
想
に
お
け
る
神
秘
的
直
観
）
の
四
種
を
列
挙
し
、
意
知
覚
を
次
の
よ

う
に
定
義
し
た
。
「
（
感
官
知
）
そ
れ
自
身
の
対
象
の
直
後
の
対
象
を
協
同
因
と
す
る
、
等
無
間
縁
で
あ
る
感
富
知
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

も
の
、
そ
れ
が
意
識
（
目
板
知
覚
）
で
あ
る
」
。
刹
那
基
質
（
瞬
間
的
存
在
論
）
に
立
っ
て
、
日
常
経
験
的
に
は
同
じ
と
さ
れ
る
対
象
を
瞬

間
ご
と
に
生
滅
す
る
対
象
と
み
な
し
た
ば
あ
い
、
対
象
の
時
系
列
と
そ
れ
を
認
識
す
る
心
の
時
系
列
を
想
定
し
て
、
あ
る
時
点
で
対
象
1
を

認
識
す
る
感
官
知
が
生
じ
た
と
す
る
。
こ
の
ば
あ
い
感
官
知
の
対
象
1
は
感
官
知
の
一
瞬
前
に
存
在
し
、
認
識
が
生
じ
た
時
点
で
は
既
に
消

滅
し
、
替
わ
っ
て
対
象
1
と
よ
く
似
て
い
る
が
存
在
と
し
て
は
別
な
対
象
2
が
生
じ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
同
時
存
在
す
る
感
官

知
と
対
象
2
と
が
原
因
と
な
っ
て
、
次
瞬
に
意
識
が
生
じ
る
（
こ
の
と
き
対
象
系
列
で
は
対
象
2
は
滅
し
、
対
象
3
が
生
じ
て
い
る
）
。
こ

の
意
識
は
、
対
象
2
を
必
要
と
す
る
点
で
、
対
象
1
を
対
象
と
す
る
感
官
知
と
は
区
別
さ
れ
る
。
し
か
も
感
官
知
を
等
無
間
縁
（
同
一
の
心

系
列
に
属
す
る
一
瞬
前
の
原
因
）
と
す
る
点
で
、
単
な
る
対
象
認
識
で
は
な
い
。
か
か
る
意
識
を
意
知
覚
と
呼
ぶ
、
と
い
う
の
が
右
の
定
義

で
あ
る
。
こ
の
意
知
覚
は
六
識
分
類
に
お
い
て
は
意
識
で
あ
り
、
概
念
が
関
与
し
な
い
か
ら
直
接
知
覚
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
が
日
常
経
験

に
お
い
て
、
か
か
る
意
知
覚
を
常
に
心
に
生
じ
て
い
る
と
納
得
で
き
る
か
と
問
う
な
ら
ば
、
誰
し
も
懐
疑
的
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
意
知
覚
説

に
は
、
あ
る
種
の
不
可
解
さ
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
意
知
覚
説
は
、
八
世
紀
の
こ
ろ
、
注
釈
家
た
ち
の
間
に
、
三
つ
の
異
な
る
解
釈
を
生
じ
た
と
い
う
こ
と
が
先
行
研

究
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
な
る
人
物
は
、
意
知
覚
は
概
念
知
が
生
じ
る
原
因
と
し
て
必
要
で
あ

る
と
考
え
、
②
ダ
ル
モ
ッ
タ
ラ
（
七
四
〇
－
八
○
○
年
頃
）
は
、
意
知
覚
は
常
時
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
感
官
知
が
働
き
を
停
止
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

次
の
瞬
間
に
の
み
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
存
在
は
（
経
典
の
文
墨
に
よ
っ
て
）
広
く
知
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
論
証
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
、
③
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
（
七
二
五
…
七
八
八
年
頃
）
と
そ
の
直
弟
子
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
（
人
数
O
I
七
九
五
年
頃
）
は
、
意
知
覚



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

は
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
に
吸
収
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
意
知
覚
は
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
た
、
と
言
わ
れ
る
。
以

上
は
、
現
在
、
定
説
と
い
っ
て
よ
い
程
に
研
究
者
の
間
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
ガ
ル
バ
と
い
う
人
物
の
同
定
に
依
然
と
し
て
間
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
よ
く
似
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
V

主
張
を
シ
ャ
ー
ン
タ
バ
ド
ラ
と
い
う
別
な
人
物
の
説
と
し
て
紹
介
す
る
文
献
の
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
の
ダ

ル
モ
ッ
タ
ラ
説
は
後
の
仏
教
史
に
お
い
て
も
っ
と
も
広
く
支
持
さ
れ
た
説
で
あ
り
、
知
識
論
学
派
の
最
後
期
を
代
表
す
る
論
師
の
ひ
と
り
で

あ
る
ジ
タ
ー
リ
（
十
世
紀
後
半
～
十
一
世
紀
初
頭
頃
）
が
論
理
学
綱
要
書
『
へ
ー
ト
ゥ
・
タ
ッ
ト
ヴ
ォ
ー
パ
デ
ー
シ
ャ
（
論
理
的
理
由
の
真

実
の
説
示
）
』
に
お
い
て
直
接
知
覚
の
種
類
を
分
類
列
挙
す
る
際
、
意
知
覚
を
直
接
知
覚
か
ら
排
除
す
る
事
実
と
も
連
動
す
る
。
最
後
の
③

に
つ
い
て
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
専
論
は
な
く
、
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
か
か
る
研
究
状
況
に
鑑
み
、
本
稿
で
は
シ
ャ
ー

ン
タ
ラ
ク
シ
タ
『
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
（
真
実
総
集
）
』
な
ら
び
に
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
注
釈
書
『
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
・
パ

ン
ジ
カ
ー
（
真
実
総
集
注
）
』
に
使
用
さ
れ
る
「
マ
ー
ナ
サ
」
の
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
③
の
立
場
を
よ
り
詳
し
く
考
察
し
て

み
た
い
。
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
説
の
確
認
か
ら
議
論
を
起
こ
す
こ
と
に
し
よ
う
。

直
接
知
覚
の
四
種
分
類
1
そ
の
重
複
性

　
先
述
の
よ
う
に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
感
官
知
・
意
知
覚
・
自
己
認
識
・
ヨ
ー
ガ
行
者
の
神
秘
的
直
観
を
直
接
知
覚
の
四
種
と
し
て
列
挙

し
た
。
彼
の
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ビ
ン
ド
ゥ
（
論
理
の
滴
ご
に
い
う
。

　
　
そ
れ
（
一
1
直
接
知
覚
）
は
四
種
で
あ
る
。
（
第
一
に
）
感
官
知
で
あ
る
。
（
第
二
に
、
感
官
知
）
そ
れ
自
身
の
対
象
の
直
後
の
対
象
を
協

　
　
同
因
と
す
る
、
等
無
間
縁
で
あ
る
感
官
知
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
意
識
（
目
意
知
覚
）
で
あ
る
。
（
第
三
に
）
一
切

　
　
の
心
お
よ
び
心
作
用
に
は
自
己
認
識
が
（
成
立
す
る
）
。
そ
し
て
（
第
四
に
）
真
実
の
対
象
を
瞑
想
す
る
高
ま
り
の
極
限
（
窺
鍵
碧
m

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
V

　
　
。
。
冨
蔓
鋤
簿
。
）
に
お
い
て
生
じ
る
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
で
あ
る
。

　
　
　
　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
曽
冨
P
o
Q
P
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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こ
れ
は
一
見
す
る
と
単
純
な
説
明
の
よ
う
だ
が
、
仔
細
に
検
討
す
る
と
重
複
分
類
と
な
っ
て
お
り
、
予
想
以
上
に
複
雑
で
あ
る
。
以
下
に

筆
者
の
理
解
を
記
す
。
直
接
知
覚
と
訳
さ
れ
る
原
語
プ
ラ
テ
ィ
ア
ク
シ
ャ
は
「
眼
に
対
す
る
も
の
」
を
原
義
と
し
、
実
際
は
眼
の
み
な
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

五
感
官
す
べ
て
を
含
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
感
官
ご
と
に
生
じ
る
も
の
」
と
し
て
の
「
直
接
知
覚
」
を
意
味
す
る
。
そ
こ
で
直
接
知
覚

と
い
え
ば
感
官
知
が
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
ま
ず
、
直
接
知
覚
を
そ
の
感
富
を
視
点
と
し
て
分
析
す
る
と
、
お
よ
そ
感
官
は
物
質
組
成
の

五
感
富
か
、
実
在
は
し
な
い
が
便
宜
的
に
想
定
さ
れ
る
意
と
い
う
感
官
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
五
感
官
を
介
し
て
生
じ
る
直
接

知
覚
が
右
の
一
節
に
お
け
る
第
一
の
「
感
官
知
」
で
あ
り
、
意
を
介
し
て
生
じ
る
の
が
第
二
の
「
意
識
（
目
意
知
覚
ご
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
の
二
者
は
も
っ
ぱ
ら
対
象
認
識
（
嚢
。
冨
び
農
量
刑
。
5
鋤
）
に
限
ら
れ
る
。
一
方
、
認
識
に
は
、
苦
や
楽
の
認
識
な
ど
、
専
ら
心
に
関
わ
る
も
の

も
あ
る
。
仏
教
知
識
論
学
派
で
は
こ
れ
も
直
接
知
覚
と
考
え
、
苦
や
楽
な
ど
は
客
観
的
対
象
で
は
な
く
感
受
と
い
う
心
作
用
（
何
ら
か
の
対

象
よ
り
生
じ
た
心
の
状
態
）
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
認
識
は
自
己
認
識
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
自
己
認
識
と
い
う
視
点
か
ら
認

識
の
構
造
を
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
苦
楽
の
認
識
に
限
ら
ず
、
何
で
あ
れ
認
識
は
す
べ
て
心
の
内
な
る
出
来
事
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味

で
す
べ
て
自
己
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
認
識
す
る
と
は
、
一
般
に
、
心
の
一
面
（
認
識
・
王
体
面
）
が
同
時
に
成

立
し
て
い
る
心
の
他
面
（
認
識
対
象
面
、
心
に
写
っ
た
限
り
の
対
象
）
を
知
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
認
識
は
、
対
象
認
識
た

る
感
全
知
や
意
知
覚
も
ふ
く
め
て
、
全
て
自
己
認
識
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
こ
れ
が
第
三
の
「
自
己
認
識
扁
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
意
味
で
は
、
通
常
は
知
覚
か
ら
排
除
さ
れ
る
概
念
知
す
ら
も
、
生
じ
て
い
る
瞬
間
の
知
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
自
己
認
識
に
分
類
さ
れ
る
。

な
お
自
己
認
識
に
は
こ
の
ほ
か
知
の
三
分
説
が
関
係
す
る
が
今
は
ふ
れ
な
い
。
と
も
か
く
も
こ
こ
に
分
類
の
重
複
性
が
ひ
と
つ
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
己
認
識
に
は
、
対
象
認
識
と
も
言
え
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
。
さ
て
以
上
は
経
験
的
知
覚
で
あ
る

が
、
こ
の
ほ
か
に
、
瞑
想
の
結
果
と
し
て
特
別
に
生
じ
て
く
る
超
常
的
知
覚
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
第
四
「
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
」
で
あ

り
、
か
か
る
種
類
の
認
識
を
知
覚
論
の
体
系
に
取
り
込
む
点
に
イ
ン
ド
的
思
惟
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識

と
て
認
識
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
直
前
に
述
べ
た
の
と
同
じ
理
由
で
、
自
己
認
識
と
規
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
に
も
重
複
分
類
的
性



格
が
看
取
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
直
接
知
覚
の
四
種
分
類
は
、
ω
そ
の
感
官
は
五
感
官
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
仮
想
的
存
在
と
し
て
の
意
か
、
＠
対
象
認
識

か
・
1
0
の
自
己
認
識
か
或
い
は
両
方
か
、
の
日
常
的
知
覚
か
神
秘
的
知
覚
か
、
と
い
う
異
な
る
三
つ
の
視
点
か
ら
分
類
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
知
覚
の
種
類
を
四
種
と
し
て
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
分
類
は
と
う
ぜ
ん
重
複
性
を
帯
び
て
く
る
。
な
お
具
体
的
検
証
は
控
え
る
が
、

四
種
分
類
が
重
複
分
類
で
あ
る
点
は
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
本
稿
の
議
論
を
み
ち
び
く
論
点
と
し
て
、
次
の

二
点
を
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
第
一
に
、
六
識
説
に
お
い
て
は
、
お
よ
そ
認
識
は
前
五
識
の
い
ず
れ
か
の
意
識
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
、

自
己
認
識
に
分
類
さ
れ
る
苦
や
楽
の
認
識
も
、
六
識
の
い
ず
れ
か
に
分
類
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
意
識
で
あ

る
。
そ
の
理
由
は
、
苦
楽
は
心
作
用
で
あ
る
以
上
、
五
官
（
眼
耳
鼻
舌
身
）
に
よ
っ
て
は
把
捉
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
直
後
に
掲
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

デ
ィ
グ
ナ
ー
が
説
も
参
照
）
。
そ
し
て
苦
楽
等
の
認
識
が
直
接
知
覚
で
あ
れ
ば
、
意
識
で
あ
り
直
接
知
覚
で
あ
る
以
上
、
本
来
は
意
知
覚
と

も
呼
び
得
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
説
で
は
、
意
知
覚
は
定
義
上
あ
く
ま
で
対
象
と
の
関
連
を
前
提
と
す
る
が
故
に
、

六
識
分
類
と
し
て
は
意
識
で
あ
る
は
ず
の
苦
や
楽
の
認
識
を
、
意
識
”
意
知
覚
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
奇
妙
な
事
態
に
陥

っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
い
う
意
知
覚
は
、
意
知
覚
に
分
類
さ
れ
得
る
認
識
の
す
べ
て
を
指
す
概
念
で
は
決
し
て
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
彼
に
先
行
す
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
（
四
八
○
一
五
四
〇
年
頃
）
の
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
（
知
識
論
集

成
ご
直
接
知
覚
章
に
お
け
る
次
の
説
明
と
比
較
す
る
と
、
よ
り
は
つ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
意
に
よ
る
（
認
識
、
ほ
意
知
覚
）
と
し
て
の
、
対
象
（
認
識
）
と
食
欲
な
ど
に
関
す
る
自
己
認
識
（
も
）
、
概
念
を
含
ま
な
い
〔
第
六

　
　
偶
a
b
〕
。
色
な
ど
の
対
象
を
認
識
対
象
と
す
る
意
に
よ
る
（
認
識
）
も
概
念
を
含
ま
ず
、
直
接
経
験
（
1
1
直
接
知
覚
）
に
お
け
る
形

　
　
象
に
も
と
づ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
貧
欲
・
憎
悪
・
蒙
昧
・
楽
・
苦
な
ど
に
対
す
る
自
己
認
識
（
も
ま
た
、
物
質
組
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
の
）
感
宮
に
依
拠
し
な
い
が
故
に
、
意
知
覚
で
あ
る
〔
第
六
偶
a
b
に
対
す
る
自
注
〕
。

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
日
日
昌
鋤
ω
p
o
）

一
〇
九
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一
一
〇

以
上
は
意
知
覚
の
定
義
と
い
う
よ
り
は
説
明
に
す
ぎ
な
い
が
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
と
は
異
な
り
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
は
、
楽
・
苦
な
ど
の
感

情
認
識
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
意
知
覚
か
つ
自
己
認
識
と
す
る
。
一
方
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
意
に
よ
る
対
象
の
認
識
は
意
知
覚
セ
ク
シ
ョ

ン
で
、
楽
譜
の
認
識
は
自
己
認
識
セ
ク
シ
ョ
ン
で
と
別
々
に
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
が
説
に
お
け
る
楽
等
の
自
己
認
識
と
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

知
覚
の
接
点
を
分
断
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
点
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
と
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
認
識
論
体

系
の
相
違
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
意
知
覚
を
対
象
認
識
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
面
わ
か
り
や
す
い
議

論
を
構
成
し
た
が
、
悶
時
に
、
後
の
展
開
を
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
意
図
と
は
や
や
異
な
る
方
向
に
導
く
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
注
意
す
べ
き
第
二
点
は
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
に
お
け
る
訳
筆
の
問
題
で
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
も
ま
た
認
識
で
あ
る
以
上
、
関
与

す
る
感
官
は
五
感
宮
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
か
意
で
あ
る
か
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
筆
者
の
知
る
限
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
デ
ィ

グ
ナ
ー
ガ
や
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
何
も
述
べ
な
い
。
一
方
、
八
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
は
「
意
に
よ
る
認
識
」
す
な

わ
ち
意
識
で
あ
る
と
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
明
言
す
る
に
至
る
。
こ
の
点
は
再
説
す
る
。

二
　
「
マ
ー
ナ
サ
」
「
マ
ナ
ス
」
「
意
識
」
…
直
接
知
覚
か
概
念
知
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
｝

　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
（
知
識
論
評
釈
）
』
直
接
知
覚
章
は
「
マ
ー
ナ
サ
」
を
三
箇
所
で
用
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

こ
の
う
ち
一
例
〔
二
三
九
偶
a
〕
で
は
、
マ
ー
ナ
サ
は
意
知
覚
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
。
し
か
る
に
残
る
二
例
〔
二
九
四
偶
、
二
九
五
偶
〕
で

は
概
念
知
－
厳
密
に
い
え
ば
、
感
官
よ
り
生
じ
た
の
で
は
な
い
、
概
念
知
に
属
す
る
誤
謬
知
i
の
意
味
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
名
詞
「
マ
ナ
ス
」
（
意
）
の
用
例
を
み
る
と
、
単
に
認
識
と
同
義
の
場
合
〔
＝
二
三
偶
、
二
五
二
偶
ほ
か
〕
、
意
知
覚
と
同
義
の
場
舎

〔
二
四
三
偶
〕
、
概
念
知
と
同
義
の
場
合
〔
　
四
三
偶
、
五
二
　
偶
）
、
ニ
ヤ
ー
や
学
派
や
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
の
説
に
立
っ
た
実
体
感
官

と
し
て
の
マ
ナ
ス
の
意
味
で
用
い
批
判
を
く
わ
え
る
場
合
〔
五
二
二
偶
〕
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
マ
ナ
ス
が
認
識
（
＜
二
鼠
奏
）
と
岡
義
と
な

る
背
景
と
し
て
は
、
『
倶
舎
論
』
『
成
実
論
』
等
に
確
認
さ
れ
る
、
心
（
o
馨
鋤
）
・
マ
ナ
ス
（
粋
士
慈
ω
）
・
認
識
（
＜
密
讐
p
。
）
を
岡
義
語
と
す
る



一
般
的
な
説
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
よ
り
、
マ
ナ
ス
に
せ
よ
マ
ー
ナ
サ
に
せ
よ
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
お
い
て
は
あ
る
種
の
認
識
を
表
わ

し
、
そ
れ
が
概
念
知
か
直
接
知
覚
か
は
文
脈
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
語
自
体
と
し
て
は
ど
ち
ら
も
意
味
し
得
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
「
意
識
」
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
『
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ビ
ン
ド
ゥ
』
の
意
知
覚
説
（
既
述
）
に
お
い
て
意

知
覚
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
た
語
は
「
意
識
」
で
あ
っ
た
。
一
方
、
一
般
に
様
々
な
仏
教
文
献
に
お
い
て
「
意
識
」
が
概
念
的

意
識
（
漢
訳
「
分
別
意
識
」
）
の
意
味
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
一
々
確
認
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
か
く
意
識
も
ま
た
、
直
接
知
覚
で
あ
る

か
概
念
知
か
は
文
脈
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
意
識
の
概
念
性
と
非
概
念
性
を
簡
潔
に
記
し
た
『
大
毘
婆
沙
論
』

（
説
一
切
有
部
）
の
次
の
」
節
も
併
せ
て
見
て
お
こ
う
。

　
　
問
う
。
こ
れ
ら
六
識
身
の
う
ち
、
ど
れ
だ
け
が
概
念
を
伴
い
、
ど
れ
だ
け
が
概
念
を
離
れ
て
い
る
か
。
答
え
。
前
五
識
身
（
匪
五
感
官

　
　
知
）
は
も
っ
ぱ
ら
概
念
を
離
れ
て
い
る
が
、
第
六
識
身
（
1
1
意
識
）
は
、
概
念
を
伴
う
こ
と
も
あ
り
、
概
念
を
離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ

　
　
る
。
ま
ず
、
瞑
想
に
入
っ
て
い
る
人
（
の
意
識
）
は
す
べ
て
概
念
を
離
れ
て
い
る
。
瞑
想
に
入
っ
て
い
な
い
人
（
の
意
識
）
は
概
念
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
V

　
　
伴
い
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る
場
合
で
も
再
度
分
別
は
瞑
想
に
入
っ
て
い
な
い
意
識
と
同
時
に
（
存
在
す
る
）
か
ら
。

意
識
に
概
念
的
意
識
と
非
概
念
的
意
識
の
二
つ
が
あ
り
、
後
者
は
瞑
想
に
お
け
る
意
識
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
説
一
切
有
部
は
意
知

覚
を
立
て
な
い
か
ら
、
意
知
覚
に
つ
い
て
は
何
も
関
説
さ
れ
な
い
。
以
上
の
一
節
は
、
概
念
の
有
無
に
よ
っ
て
意
識
を
二
種
に
わ
け
る
点
と

瞑
想
中
の
認
識
を
問
題
と
す
る
点
で
、
知
識
論
学
派
の
認
識
論
を
検
討
す
る
た
め
の
参
考
資
料
と
も
な
ろ
う
。

　
さ
て
一
方
、
知
識
論
文
献
の
場
合
は
、
と
り
わ
け
鍮
伽
羅
派
の
思
想
に
立
つ
文
脈
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
す
な
わ
ち
瞑
想
中
の

認
識
は
、
い
つ
も
必
ず
非
概
念
的
認
識
と
し
て
語
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
が
注
意
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
、
『
バ
ー
ヴ
ァ

ナ
ー
・
ク
ラ
マ
（
瞑
想
の
順
序
ご
第
三
篇
で
、
ヨ
ー
ガ
行
者
に
と
っ
て
「
瞑
想
の
対
象
と
し
て
の
実
在
事
物
」
（
魁
9
。
8
σ
餌
轟
く
⇔
ω
ε
）
は
四

つ
あ
る
こ
と
を
『
解
深
密
経
』
に
も
と
づ
い
て
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
概
念
を
交
え
な
い
瞑
想
の
対
象
と
し
て
の
事
物
（
鏡
に
映
る
像

箕
。
。
鉱
ぼ
ヨ
匿
に
喩
え
ら
れ
る
）
、
②
概
念
を
交
え
る
瞑
想
の
対
象
と
し
て
の
事
物
（
同
じ
喩
え
を
用
い
る
）
、
③
事
物
の
究
極
状
態
、
④
為
す

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
鋤
昌
四
ω
四
）

一
一
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～
～
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
V

べ
き
事
柄
の
完
成
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
①
は
ヨ
ー
ガ
行
者
が
「
止
」
（
鐙
ヨ
讐
書
目
精
神
を
一
点
に
集
中
す
る
こ
と
）
と
い
う
瞑
想
を
行
な
う
際
の
対
象
で
あ
り
、
概

念
知
は
関
与
し
な
い
。
②
は
「
観
」
（
≦
℃
器
冨
鼠
目
真
実
を
個
別
観
察
す
る
こ
と
）
と
い
う
瞑
想
に
お
け
る
対
象
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
概

念
知
が
伴
う
。
つ
ま
り
瞑
想
に
お
け
る
認
識
が
す
べ
て
直
接
知
覚
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
③
と
④
は
止
観
双
方
を
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

な
う
際
の
対
象
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
③
「
事
物
の
究
極
状
態
」
（
奉
ω
ε
冨
蔓
彙
。
無
比
鋤
）
は
、
部
派
仏
教
以
来
の
伝
統
的
修
道
論
の
用
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

で
は
香
道
、
そ
し
て
菩
薩
の
十
地
思
想
で
は
初
地
に
お
け
る
修
行
者
の
状
態
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
直
接
知
覚
の
…
つ
と
し
て
の

ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
る
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
の
定
義
を
ふ
ま
え
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

っ
、
事
物
の
究
極
状
態
に
つ
い
て
、
「
…
…
真
実
の
対
象
を
瞑
想
す
る
高
ま
り
の
極
限
に
行
き
着
く
と
き
、
概
念
の
網
を
残
り
な
く
離
れ
、

非
常
に
鮮
明
に
し
て
無
垢
な
る
、
法
界
を
体
得
す
る
（
認
識
）
が
、
あ
た
か
も
揺
れ
動
く
こ
と
の
な
い
無
風
の
場
所
（
に
あ
る
）
燈
火
の
如

く
に
、
世
俗
を
超
え
た
認
識
と
し
て
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
事
物
の
究
極
状
態
と
い
う
瞑
想
対
象
が
獲
得
さ
れ
、
そ
し
て
（
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
V

者
た
る
ヨ
ー
ガ
行
者
は
）
鳥
道
に
入
っ
た
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
（
岡
時
に
）
初
地
に
到
達
し
た
も
の
と
な
る
偏
と
述
べ
て
い
る
。
最
後
の

④
「
為
す
べ
き
事
柄
の
完
成
」
は
、
細
か
な
説
明
は
省
略
す
る
が
、
修
道
を
経
て
転
依
（
能
義
巻
痴
愚
く
葺
ご
を
果
た
し
、
最
終
的
に
ブ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

ダ
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
場
合
は
不
明
で
あ
る
が
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
限
っ
て
い
え
ば
、
直
接
知
覚
の
一
つ
と
し
て
「
真
実
の
対
象
を
瞑
想

す
る
高
ま
り
の
極
限
（
℃
邑
ハ
鷲
需
要
聴
き
鐙
）
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
る
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
は
、
右
の
よ
う
に
、
瞑
想
の

四
段
階
の
う
ち
③
「
事
物
の
究
極
状
態
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
概
念
の
網
を
残
り
な
く
離
れ
」
と
あ

る
よ
う
に
非
概
念
的
認
識
が
示
唆
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
一
方
で
、
同
じ
段
階
は
止
（
非
概
念
的
瞑
想
）
と
観
（
概
念
的
瞑
想
）
を
専

修
す
る
段
階
で
あ
る
か
ら
、
ヨ
…
ガ
行
者
の
認
識
と
概
念
的
思
考
の
関
係
は
実
は
極
め
て
微
妙
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
は
、

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
明
確
な
定
義
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
無
概
念
性
に
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



　
知
識
論
学
派
に
対
し
て
は
く
い
っ
た
い
瞑
想
と
い
う
の
は
一
種
の
概
念
知
で
は
な
い
の
か
V
と
い
う
趣
旨
の
疑
義
が
反
論
者
側
か
ら
提
出

さ
れ
、
学
派
は
そ
れ
に
答
え
る
べ
く
、
歴
史
の
最
後
期
に
至
る
ま
で
論
議
を
繰
り
返
し
た
如
く
で
あ
る
。
そ
の
一
端
は
、
最
後
期
の
綱
要
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
V

モ
ー
ク
シ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
『
タ
ル
カ
・
バ
ー
シ
ャ
ー
』
の
一
節
よ
り
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
稿
の
主
題
と
す
る
『
タ
ッ
ト
ヴ

ァ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
・
パ
ン
ジ
カ
ー
』
に
即
し
て
の
検
討
は
、
第
四
節
で
行
な
う
予
定
で
あ
る
。

三
　
『
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
・
パ
ン
ジ
カ
ー
』
「
直
接
知
覚
の
定
義
の
考
察
」
章

　
『
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
「
直
接
知
覚
の
定
義
の
考
察
」
章
の
＝
三
一
九
偶
に
お
い
て
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
「
意
に
よ
る

認
識
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
意
お
よ
び
感
官
に
よ
る
認
識
（
ヨ
轡
器
。
民
ユ
鴇
く
冒
ぎ
曽
）
の
無
概
念
性
を
論
証
す
る
際
の
論
法
が
（
そ
の
ま
ま
）
楽
な
ど
の
（
自
己
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
識
の
）
無
概
念
性
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
る
〔
＝
三
一
九
偶
〕
。

こ
れ
に
対
す
る
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
注
釈
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
楽
な
ど
は
な
ぜ
自
己
認
識
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
「
意
」
云
々
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
「
論
法
」
と
は
、
（
感
官
知
の
対
象
に
関
し
て
は
）
言
語
遣
取
り
決
め
を
な
し
得
な
い
こ
と
（
器
葵
海
面
ヨ
登
簿
爵
）
な
ど
で
あ
る
。
た

　
　
し
か
に
意
に
よ
る
（
認
識
、
ほ
意
知
覚
）
に
関
し
て
は
（
こ
の
）
論
法
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
感
官
知
に
つ
い
て
（
述
べ

　
　
ら
れ
た
、
感
官
知
の
対
象
に
は
）
夢
語
的
取
り
決
め
を
な
し
得
な
い
と
い
う
論
法
は
、
そ
れ
（
ほ
意
に
よ
る
認
識
目
意
知
覚
）
に
つ
い

　
　
て
も
、
ま
っ
た
く
同
様
（
に
あ
て
は
ま
る
）
。

　
　
あ
る
い
は
こ
こ
で
「
意
に
よ
る
（
認
識
）
」
と
は
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
の
こ
と
で
あ
る
（
と
も
解
釈
で
き
る
）
。
そ
れ
は
後
述
す
る
で
あ

　
　
ろ
う
。

　
　
意
に
よ
る
（
認
識
、
一
1
意
知
覚
）
は
定
説
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
定
義
を
述
べ
な
い
。
そ
れ
が
正
し
い
認
識
手

　
　
　
　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
鋤
慈
ω
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
二
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「
四

　
　
段
に
よ
っ
て
拒
斥
さ
れ
な
い
こ
と
は
師
自
身
に
よ
っ
て
教
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
我
々
は
あ
ら
た
め
て
教
示
し
な
い
と
い
う
意
味
で

　
　
（
2
7
）

　
　
あ
る
。

　
「
論
法
」
と
は
、
具
体
的
に
は
、
＝
一
六
三
偶
「
青
貝
の
本
質
（
／
青
墨
そ
れ
自
体
）
は
他
と
共
通
し
な
い
（
か
ら
）
世
語
的
取
り
決
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

を
な
し
得
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
故
、
そ
れ
ら
の
認
識
は
言
葉
と
の
結
び
つ
き
を
有
し
な
い
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
青
等
（
感
官
知
の
対

象
）
の
認
識
は
言
葉
と
結
び
つ
か
な
い
か
ら
概
念
（
打
雷
葉
と
の
結
び
つ
き
）
を
離
れ
て
お
り
、
概
念
を
離
れ
て
い
る
が
故
に
直
接
知
覚
で

あ
る
と
い
う
趣
意
で
あ
る
。
こ
の
偶
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
が
楽
等
の
自
己
認
識
を
論
証
す
る
た
め
に
述
べ
た
｝
偶
「
楽
等
の
本
質
（
／

楽
等
そ
れ
自
体
）
は
他
と
共
通
し
な
い
（
か
ら
）
言
語
的
取
り
決
め
を
な
し
得
な
い
。
こ
れ
故
、
そ
れ
ら
の
自
己
認
識
は
言
葉
と
の
結
び
つ

　
　
　
　
（
2
9
）

き
を
有
し
な
い
」
を
ふ
ま
え
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
、
直
接
知
覚
｝
般
に
妥
当
す
る
論
法
と
す
べ
く
、
二
箇
所
書
き
改
め
た
も
の
で

（
3
0
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
同
じ
論
法
が
自
己
認
識
に
も
妥
当
す
る
の
は
半
ば
当
然
だ
が
、
い
ま
注
目
し
た
い
の
は
そ
の
こ
と
で
は
な
い
。
感
富
知

を
主
題
と
す
る
一
二
六
三
掲
が
意
に
よ
る
認
識
（
マ
ー
ナ
サ
）
に
も
妥
当
す
る
と
シ
ャ
！
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
示
唆
し
、
弟
子
の
カ
マ
ラ
シ
ー

ラ
が
「
意
に
よ
る
認
識
」
は
意
知
覚
ま
た
は
ヨ
ー
ガ
行
者
の
神
秘
的
直
観
と
し
て
解
釈
し
得
る
と
明
言
す
る
点
で
あ
る
。

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
真
意
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
が
こ
こ
で
「
マ
ー
ナ
サ
」
に
言
及
す
る
裏
に
は
、
推
測
す
る
に
、
対
象
認
識

（
感
富
知
と
意
知
覚
）
の
無
概
念
性
と
自
己
認
識
の
そ
れ
が
ま
っ
た
く
同
じ
論
法
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
こ
と
を
、
す
っ
き
り
と
対
比
平
行

的
に
示
す
意
図
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
「
意
に
よ
る
（
認
識
）
」
の
第
一
解
釈
と
し
て
意
図
す
る
の
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
定
義
に
沿
う
意
知
覚
の
こ
と

で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
定
義
は
「
定
説
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
述
べ
な
い
と
い
う
表
現
の
仕
方
は
、

㎎
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ビ
ン
ド
ゥ
輪
に
お
け
る
意
知
覚
説
を
解
説
す
る
ダ
ル
モ
ッ
タ
ラ
が
「
そ
し
て
こ
の
意
知
覚
は
定
説
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い

る
」
と
述
べ
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
注
に
お
け
る
「
師
に
が
誰
か
は
問
題
が
残
る
。
通
常
か
か
る
文

脈
で
師
と
い
え
ば
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
こ
と
だ
が
、
筆
者
は
鞍
下
、
意
知
覚
は
正
し
い
認
識
手
段
に
よ
っ
て
拒
斥
さ
れ
な
い
と
い
う
旨
の



表
現
を
、
彼
の
著
作
中
に
岡
定
で
き
て
い
な
い
。

　
一
三
二
九
偏
の
「
意
に
よ
る
（
認
識
ご
を
意
知
覚
あ
る
い
は
（
温
）
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
で
あ
る
と
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
解
説
す
る
と
き
、

そ
の
意
図
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
い
う
意
知
覚
は
彼
の
い
う
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
と
同
義
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
で
は
な
く
、
師
匠
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
が
こ
こ
で
用
い
る
「
意
に
よ
る
（
認
識
）
」
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
定
義
さ

れ
た
意
知
覚
の
意
味
で
理
解
し
て
も
よ
ろ
し
い
し
、
あ
る
い
は
そ
う
で
な
し
に
、
同
じ
く
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
ヨ
ー

ガ
行
者
の
認
識
の
意
味
で
理
解
し
て
も
よ
ろ
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
次
節
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ

と
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
語
法
に
お
い
て
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
は
、
そ
の
感
官
は
五
感
官
で
は

な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
意
に
よ
る
認
識
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
節
を
閉
じ
る
前
に
、
同
じ
章
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
の
他
の
用
例
も
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。
上
述
一
三
二
九
偶
の
直
後
に
、

混
晶
の
認
識
に
関
す
る
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
説
を
紹
介
し
た
上
で
批
判
す
る
一
段
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
楽
な
ど
は
ま
さ
に
意
に
よ
る
認
識
に

よ
っ
て
（
旨
P
壷
口
鋤
ω
Φ
昌
鋤
一
く
鋤
O
①
け
鋤
ω
鋤
）
認
識
さ
れ
る
と
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
先
行
す
る
＝
二
＝
一
挙
a
に
お
い
て
は
、
「
そ
れ
（
1
ー
テ

ィ
ミ
ラ
眼
病
者
の
見
る
毛
髪
状
の
も
の
等
の
認
識
）
も
意
に
よ
る
（
認
識
）
で
あ
る
と
あ
る
者
た
ち
は
言
う
」
（
ヨ
明
達
ω
鋤
導
け
巴
昌
剛
曙
①
冨
）

と
い
う
反
論
者
説
が
紹
介
さ
れ
、
続
い
て
批
判
さ
れ
る
。
「
意
に
よ
る
（
認
識
ご
は
こ
こ
で
概
念
知
の
意
味
で
あ
る
。
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
、

概
念
的
な
誤
謬
（
ヨ
9
⇔
ω
同
げ
算
響
甑
。
7
）
を
意
味
し
、
そ
れ
は
感
官
（
の
異
常
）
よ
り
生
ず
る
誤
謬
（
ぎ
蝕
携
扇
げ
ξ
蓼
鉱
汀
）
と
対
照
的
関
係

　
（
3
1
）

に
あ
る
。
こ
の
一
三
一
二
偶
a
は
前
掲
の
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
』
直
接
知
覚
章
二
九
四
偶
a
と
同
文
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

目
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
そ
の
一
連
の
議
論
中
に
は
、
直
接
知
覚
の
定
義
は
感
官
知
に
関
し
て
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
を
始
め
と

ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
意
に
よ
る
（
認
識
）
に
関
し
て
も
（
ヨ
習
磁
器
冨
嘗
《
。
α
q
二
選
冨
阿
片
魯
）
妥
当
す
る
よ
う
作
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
の
表
現
が
見

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

ら
れ
る
点
を
指
摘
で
き
る
。
こ
の
表
現
は
、
「
意
に
よ
る
認
識
」
が
「
感
官
知
」
と
対
に
な
る
概
念
で
あ
り
、
「
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
」
を
一

部
に
含
め
る
、
よ
り
広
義
の
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
知
覚
論
に
お
い
て
は
、
「
意
に
よ
る
認
識
」

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
習
鋤
ω
p
。
）

一
五
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の
下
部
分
類
と
し
て
「
意
知
覚
」
や
「
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
」

が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
六

四
　
『
同
』
「
感
官
を
超
え
る
事
物
を
認
識
す
る
者
の
考
察
」
章

　
次
に
、
㎎
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
バ
』
の
最
終
章
で
あ
る
「
感
嘗
を
超
え
る
事
物
を
認
識
す
る
者
の
考
察
」
章
お
よ
び
注
釈
に
お
け
る

マ
ー
ナ
サ
の
用
例
を
検
討
し
た
い
。
前
節
で
み
た
一
三
二
九
掲
注
に
お
い
て
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
意
に
よ
る
（
認
識
）
は
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識

で
あ
る
こ
と
を
後
述
す
る
と
述
べ
た
の
は
、
本
章
へ
の
言
及
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
章
は
、
ブ
ッ
ダ
が
「
感
官
を
超
え
る
事
物
を
認
識
す
る
者
」
す
な
わ
ち
一
切
知
者
（
全
知
者
）
で
あ
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
。
ブ
ッ
ダ

が
一
切
知
者
で
あ
る
場
舎
、
た
と
え
ば
過
去
や
未
来
の
認
識
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
か
な
ど
、
一
切
知
な
る
論
題
に
は
理
論
的
に
解
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
を
今
こ
こ
で
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
本
稿
の
意
図
で
も
な
い
。
以
下
本
稿
で
は
従
来
の
研
究
を

た
よ
り
に
問
題
点
を
最
小
限
に
絞
り
込
み
、
三
三
八
O
i
八
八
偏
と
そ
の
注
釈
に
現
わ
れ
る
マ
ー
ナ
サ
の
意
義
に
限
っ
て
検
討
を
加
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

と
に
す
る
。
こ
の
箇
所
の
重
要
性
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
議
論
は
、
｝
切
知
者
は
い
か
な
る
感
官
に
よ
っ
て
一
切
の
事
象

を
認
識
す
る
か
を
主
題
と
す
る
。
ま
ず
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
次
の
よ
う
な
反
論
を
想
定
す
る
。

　
　
一
切
知
者
は
専
ら
一
つ
の
知
識
手
段
に
よ
っ
て
（
一
切
の
事
象
を
認
識
す
る
と
）
あ
る
者
（
擁
仏
教
徒
）
が
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
は
、

　
　
眼
に
よ
っ
て
（
本
来
は
味
覚
の
対
象
で
あ
っ
て
視
覚
の
対
象
で
は
な
い
）
味
な
ど
に
至
る
ま
で
の
「
切
を
理
解
す
る
（
と
主
張
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

　
　
と
に
な
る
）
で
は
な
い
か
〔
三
一
五
七
偶
〕
。

一
切
を
認
識
す
る
た
め
の
感
官
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
の
反
論
は
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
ク
マ
ー
リ
ラ
に
よ
る
（
七
世
紀
、

㎎
シ
ュ
ロ
ー
カ
・
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
㎞
チ
ョ
ー
ダ
ナ
ー
ス
…
ト
ラ
章
＝
二
品
参
照
）
。
こ
れ
に
対
す
る
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
応
答
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
結
び
つ
い
た
真
実
を
瞑
想
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
（
認
識
）
が
一
切
知
者
の
認
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
意
に
よ



る
認
識
で
あ
り
、
一
つ
の
正
し
い
知
識
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
〔
三
三
八
○
偶
〕
、
眼
な
ど
に
よ
る
認
識
（
1
1
感
官

知
）
が
（
知
識
手
段
な
の
で
は
）
な
い
。
だ
か
ら
「
彼
は
、
眼
に
よ
っ
て
（
本
来
は
味
覚
の
対
象
で
あ
っ
て
視
覚
の
対
象
で
は
な
い
）

味
な
ど
に
至
る
ま
で
の
一
切
を
理
解
す
る
（
と
・
王
御
す
る
こ
と
に
な
る
）
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
れ
が
ど
う
し
て
（
正
し
い
論
難

と
）
雷
え
よ
う
か
〔
三
三
八
一
偏
〕
。

そ
し
て
意
に
よ
る
認
識
（
コ
日
戸
コ
餌
ω
鋤
ぢ
〕
づ
ロ
コ
鋤
ヨ
）
は
、
本
質
的
に
は
色
な
ど
の
直
接
経
験
そ
の
も
の
と
し
て
成
立
す
る
。
（
こ
の
点
に
か

ん
し
て
）
他
派
の
者
に
も
議
論
の
余
地
の
な
い
こ
と
は
以
下
の
事
柄
に
明
ら
か
で
あ
る
〔
三
三
八
二
偶
〕
。
す
な
わ
ち
彼
の
者
に
よ
っ
て

（
も
）
想
起
が
色
形
や
音
声
な
ど
を
対
象
と
す
る
こ
と
や
、
夢
に
お
い
て
は
意
識
が
本
質
的
に
は
一
切
の
事
物
の
直
接
経
験
そ
の
も
の

で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
〔
三
三
八
三
偶
〕
。
そ
れ
故
、
対
象
を
限
定
し
な
い
意
に
よ
る
（
認
識
）
に
よ
っ
て
一
切
知
者
が
想
定

さ
れ
る
ば
あ
い
、
ど
う
し
て
眼
に
よ
っ
て
味
な
ど
を
理
解
す
る
（
こ
と
に
な
る
）
で
あ
ろ
う
か
〔
三
三
八
四
偶
〕
。
も
し
ま
さ
に
眼
に
よ

っ
て
そ
れ
（
ほ
一
切
知
）
を
構
想
す
る
の
で
あ
れ
ば
こ
の
誤
り
が
生
じ
も
し
よ
う
が
、
し
か
し
意
に
よ
る
・
1
0
（
ほ
意
識
）
に
よ
っ
て
で

あ
れ
ば
、
彼
（
目
一
切
知
者
）
は
味
な
ど
を
確
か
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
〔
三
三
八
五
偶
）
。

あ
る
者
（
目
一
切
知
者
）
に
卓
越
性
（
聾
野
鳥
の
人
間
よ
り
優
れ
た
点
）
が
み
と
め
ら
れ
る
場
合
、
彼
は
、
遠
方
の
（
事
物
）
や
微
細

な
（
事
物
）
な
ど
を
認
識
す
る
際
、
自
身
の
対
象
（
1
1
意
識
の
対
象
）
を
離
脱
す
る
こ
と
な
し
に
（
認
識
す
る
の
）
で
あ
っ
て
、
（
視

覚
対
象
た
る
）
色
形
に
対
し
て
耳
が
機
能
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
認
識
す
る
の
で
は
）
な
い
〔
三
三
八
六
偶
〕
。

そ
れ
故
、
以
上
を
始
め
と
し
て
他
の
者
た
ち
（
睡
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
i
学
派
ク
マ
ー
リ
ラ
の
徒
）
が
不
都
合
と
し
て
述
べ
た
こ
と
は
、

我
々
に
と
っ
て
み
れ
ば
何
ら
不
都
合
で
は
な
い
か
ら
、
意
に
よ
る
（
認
識
）
に
お
い
て
は
、
自
身
の
対
象
を
決
し
て
離
脱
す
る
こ
と
な

く
、
卓
越
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
〔
三
三
八
七
偶
〕
。

そ
し
て
現
世
に
お
い
て
あ
る
種
の
知
識
手
段
に
よ
り
あ
る
種
の
対
象
認
識
が
経
験
さ
れ
る
ば
あ
い
、
我
々
の
考
え
で
は
、
同
じ
こ
と
は

別
な
時
（
目
過
去
や
未
来
）
に
も
（
認
め
ら
れ
る
。
よ
っ
て
過
去
に
一
切
知
者
と
し
て
ブ
ッ
ダ
が
存
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
）

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
雪
目
爵
ω
鋤
）

二
七
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｝
一
八

　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
〔
三
三
八
八
偶
〕
。

以
上
に
お
い
て
、
一
切
知
者
た
る
ブ
ッ
ダ
は
ヨ
ー
ガ
行
者
（
瞑
想
者
）
と
し
て
語
ら
れ
、
彼
は
視
覚
等
の
五
識
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
意
識

に
よ
っ
て
一
切
を
知
る
と
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
が
「
意
に
よ
る
認
識
」
で
あ
る
こ
と
は
同
工
三
四
〇
六
三
、
三
六
三
五
偶
等
に
も

説
か
れ
る
。
さ
ら
に
三
四
七
四
偶
と
そ
の
注
で
は
、
そ
の
議
論
の
直
接
の
主
題
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
切
知
は
自
己
認
識
（
ω
鼠
9
弩
9
。
－

げ
紙
鳶
畏
ヨ
＜
㎞
葺
鋤
露
餌
ω
餌
遍
く
Φ
審
尋
）
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
一
切
知
者
に
お
い
て
は
、
認
識
1
1
意
に
よ
る
認
識
1
一
意
識
薩
瞑
想
中
の
認

識
目
対
象
認
識
睦
自
己
認
識
と
い
う
等
値
関
係
が
成
り
立
つ
。

　
一
切
を
認
識
す
る
際
の
意
識
が
単
に
一
般
的
な
意
識
で
は
な
く
、
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
結
び
つ
い
た
真
実
の
瞑
想
よ
り
生
じ
る
意

に
よ
る
認
識
」
で
あ
る
と
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
直
弟
子
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
よ
る
注
釈
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
（
…
前
略
…
）
も
し
眼
根
な
ど
に
よ
る
認
識
に
一
切
の
対
象
を
す
べ
て
認
識
す
る
作
用
が
想
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
ば
あ
い
は
（
眼

　
　
に
よ
っ
て
味
な
ど
の
す
べ
て
を
理
解
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
）
上
述
の
誤
り
が
付
随
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
る
に
一

　
　
方
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
そ
な
わ
る
無
當
性
を
は
じ
め
と
す
る
特
徴
す
べ
て
を
真
実
（
の
対
象
）
と
し
て
瞑
想
す
る
高
ま
り
の
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
限
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
、
一
切
の
事
物
を
対
象
と
す
る
意
識
一
…
そ
れ
は
あ
り
あ
り
と
し
た
顕
現
性
と
整
合
性
を
有
す
る
こ
と
に
よ

　
　
っ
て
直
接
知
覚
た
る
こ
と
を
備
え
て
い
る
…
に
よ
っ
て
、
一
切
の
事
物
が
残
り
な
く
同
時
に
把
握
さ
れ
る
が
故
に
、
一
切
知
者
が
認

　
　
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
眼
識
な
ど
に
よ
っ
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
識
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
対
象
と
す
る
も
の

　
　
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
姿
形
な
ど
を
対
象
と
す
る
想
起
が
あ
る
と
汝
も

　
　
言
う
が
、
そ
れ
は
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ま
た
夢
に
お
け
る
墨
形
な
ど
の
顕
現
を
衛
す
る
も
の
（
が
意
識
で
あ
る
こ
と
）
は
実
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

　
　
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
（
意
識
に
お
い
て
は
）
ま
っ
た
く
自
身
の
対
象
を

　
　
離
脱
す
る
こ
と
な
し
に
（
｝
切
を
認
識
す
る
と
い
う
）
卓
越
性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
汝
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
（
論
難
）
は
、
我
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

　
　
に
は
い
か
な
る
不
都
合
と
も
な
ら
な
い
。



「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
結
び
つ
い
た
真
実
の
瞑
想
よ
り
生
じ
る
意
に
よ
る
認
識
（
ヨ
g
僧
ω
鋤
ぢ
魯
鋤
慈
ヨ
）
」
と
い
う
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ

タ
の
表
現
は
、
右
の
一
節
で
は
、
「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
そ
な
わ
る
無
常
性
を
は
じ
め
と
す
る
特
徴
す
べ
て
を
真
実
（
の
対
象
）
と
し

て
瞑
想
す
る
高
ま
り
の
極
限
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
、
一
切
の
事
物
を
対
象
と
す
る
意
識
（
ヨ
鋤
づ
O
く
己
コ
鋤
昌
簿
）
」
と
解
説
さ
れ
、
そ
れ
は
直
接

知
覚
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
認
識
が
、
本
稿
第
一
節
所
掲
の
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
を
ふ
ま

え
る
こ
と
は
、
傍
点
部
分
の
一
致
か
ら
み
て
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

　
で
は
一
切
知
者
の
こ
の
認
識
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
意
知
覚
と
も
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
、
一
切
知

者
の
認
識
が
「
感
官
知
そ
れ
自
身
の
対
象
の
直
後
の
対
象
を
協
同
因
と
す
る
感
宮
知
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
」
か
否
か
で
あ
る
。
結

論
を
先
に
言
え
ば
、
こ
の
規
定
は
一
切
知
者
の
認
識
に
妥
当
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
仮
に
妥
当
す
る
な
ら
ば
、
一
切
知

者
は
意
識
に
よ
っ
て
認
識
す
る
一
瞬
前
に
、
　
一
切
の
事
物
を
感
官
知
に
よ
っ
て
把
握
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
が
あ
り
得
な
い

か
ら
こ
そ
、
一
切
知
者
の
認
識
は
前
五
識
で
は
な
く
意
識
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
定
義

に
お
い
て
意
知
覚
の
直
前
の
感
熱
知
は
意
知
覚
の
等
無
間
縁
で
あ
る
が
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
の
場
合
は
直
前
の
知
は
所
縁
縁
で
あ
る
、
と
い

　
　
　
　
　
（
4
0
）

う
ダ
ル
モ
ッ
タ
ラ
の
指
摘
も
、
両
知
覚
の
相
違
と
し
て
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
い
う
一
切
知
は
、
ダ
ル
マ

キ
ー
ル
テ
ィ
の
定
義
す
る
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
を
ふ
ま
え
る
が
、
他
方
同
者
の
定
義
す
る
意
知
覚
と
は
矛
盾
す
る
。
そ
れ
故
、
ヨ
ー
ガ
行
者

の
認
識
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
定
義
し
た
意
知
覚
と
符
合
す
る
、
と
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
考
え
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
以
上
の
一
節
に
お
い
て
、
瞑
想
の
最
終
段
階
で
生
じ
る
意
識
の
対
象
は
一
切
の
事
物
で
あ
る
と
襲
わ
れ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
同
じ
章
に

は
、
コ
切
の
諸
事
物
の
真
実
（
真
実
は
本
質
と
同
義
）
を
正
し
く
知
る
が
故
に
一
切
知
者
で
あ
る
」
〔
三
三
二
九
偶
a
b
　
ω
耳
当
巻
網
ω
鋤
雫

く
巷
。
。
岳
詳
記
鼠
召
け
簿
貯
鉱
隊
配
意
B
ω
輿
く
鋤
葺
＼
〕
と
い
っ
た
表
現
も
あ
る
。
こ
の
表
現
で
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
こ
こ
に
は
、
ヨ
ー

ガ
行
者
と
し
て
の
一
切
知
者
の
認
識
対
象
は
一
切
の
諸
事
物
（
複
数
形
）
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
有
す
る
真
実
（
1
1
本
質
、
単
数

形
）
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
看
取
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
同
様
の
、
諸
存
在
物
（
複
数
形
）
の
本
質
（
単
数
形
）
が
ヨ
ー
ガ
行
者
の

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
9
Ω
昌
餌
ω
鋤
）

一
九
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（
4
1
）

認
識
対
象
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
同
じ
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
『
バ
ー
ヴ
ァ
ナ
i
・
ク
ラ
こ
に
散
見
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
般
に
仏
教

知
識
論
学
派
は
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
に
立
ち
、
一
切
の
存
在
物
を
一
瞬
の
み
存
在
す
る
個
物
と
考
え
る
。
認
識
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
実
在
す
る
普

遍
な
ど
決
し
て
認
め
な
い
。
こ
れ
が
学
派
と
し
て
の
大
前
提
と
な
る
理
論
で
あ
り
、
日
常
的
経
験
的
認
識
に
関
し
て
議
論
す
る
場
合
に
は
決

し
て
破
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
目
下
の
議
論
の
主
題
は
日
常
的
経
験
的
な
認
識
で
は
な
く
、
瞑
想
を
行
な
い
つ
つ
あ
る
ブ
ッ

ダ
の
超
常
的
認
識
で
あ
る
点
で
、
き
わ
め
て
特
殊
な
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
「
諸
存
在
物
（
複
数
）
の
真
実
／
本
質
（
単
数
）
」
を
直
接
知

覚
の
対
象
と
す
る
考
え
方
は
、
一
種
の
普
遍
実
在
論
で
あ
っ
て
、
学
派
の
前
提
に
抵
触
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
い
か
に
決
着
を
つ
け
る
か
と
い
え
ば
、
彼
は
、
一
切
知
者
の
認
識
に
と
っ
て
対
象
は
独
自
相
（
個
物
、
。
・
＜
巴
葬
超
霊
）

で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
実
に
、
ま
さ
に
そ
の
独
自
相
は
異
類
の
諸
事
物
よ
り
排
除
さ
れ
た
も
の
（
〈
二
餌
け
圃
寒
く
風
く
嘗
p
。
）
で
あ
り
、
無
相
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

を
形
と
す
る
観
念
（
“
概
念
知
）
の
原
因
で
あ
る
点
で
、
論
書
に
お
い
て
は
｝
野
相
（
普
遍
、
鐵
ヨ
ぎ
く
巴
鋤
冨
9
。
葛
）
と
善
｝
伺
わ
れ
る
」
と
説

明
す
る
〔
三
六
一
三
丁
　
四
二
偶
注
〕
。
こ
れ
は
、
一
瞬
の
う
ち
に
一
切
を
認
識
す
る
ブ
ッ
ダ
の
認
識
に
お
い
て
は
例
外
的
に
対
象
は
普
遍
で
あ

る
、
と
我
々
が
解
釈
す
る
こ
と
す
ら
許
す
よ
う
な
表
現
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
鰐
釈
の
当
否
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で
、
独
自
相
と
一
般
相
の

区
別
が
極
め
て
微
妙
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
れ
よ
り
先
は
未
だ
十
分
な
検
討
を
尽
く
し
て
い
な
い
が
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
直
接
知
覚
の
定
義
論
は
、
元
来
は
日
常
的
経
験

的
な
直
接
知
覚
に
端
を
発
す
る
定
義
論
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
〈
概
念
を
離
れ
た
認
識
が
直
接
知
覚
で
あ
る
。

但
し
、
テ
ィ
ミ
ラ
眼
病
者
の
視
覚
の
よ
う
な
誤
謬
を
含
む
認
識
は
す
べ
て
定
義
か
ら
除
く
〉
（
買
鋤
曙
鋳
鷲
遍
冨
ぢ
窪
9
。
α
冨
ヨ
鋤
σ
7

感
コ
窮
ヨ
）
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
「
概
念
を
離
れ
て
い
る
こ
と
」
は
、
時
と
し
て
、
「
あ
り
あ
り
と
し
た
顕
現
性
を
有
す
る
こ
と
」
と
同

　
　
　
　
　
（
4
3
）

義
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
は
〈
あ
り
あ
り
と
し
た
顕
現
性
を
有
し
、
か
つ
誤
り
の
な
い
認
識
が
直
接
知
覚
で
あ
る
〉
と
衰
現
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
ブ
ッ
ダ
の
｝
切
知
は
「
あ
り
あ
り
と
し
た
顕
現
性
を
有
す
る
こ
と
扁
と
「
誤
り
の
な
い
こ
と
」
と
い
う
二
条
件
を
充
足
す
る
。
故

に
そ
れ
は
直
接
知
覚
で
あ
る
。
一
方
面
一
切
知
の
対
象
は
、
時
間
的
・
空
間
的
な
意
味
で
す
べ
て
の
事
物
で
あ
る
。
そ
し
て
一
切
を
一
瞬
の



う
ち
に
認
識
す
る
こ
と
を
理
論
化
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
何
ら
か
の
意
味
で
普
遍
的
な
対
象
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
学
派
の
前

提
的
立
場
と
し
て
、
個
物
と
は
別
な
普
遍
の
実
在
性
な
ど
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
元
来
は
経
験
知
の
枠
組
み
か
ら
発
生

し
た
直
接
知
覚
の
定
義
論
と
、
そ
れ
と
全
く
異
な
る
悟
り
の
世
界
の
描
写
で
あ
る
一
切
知
者
論
と
に
は
、
簡
単
に
は
飛
び
越
え
ら
れ
ぬ
溝
が

横
た
わ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
注
目
し
た
も
の
こ
そ
、
直
前
の
段
落
に
み
た
「
異
類
の
諸
事
物
よ
り
排

除
さ
れ
た
独
自
相
」
と
い
う
観
点
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
、
や
や
乱
暴
な
言
い
方
に
な
る
が
、
ブ
ッ
ダ
の
認
識
す
る
独
自
相
は
単
な

る
独
自
相
で
は
な
く
、
異
類
の
諸
事
物
よ
り
排
除
さ
れ
た
限
り
の
独
自
相
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
類
事
物
に
内
在
す
る
一
つ
の
共
通
す
る

相
を
正
し
く
あ
り
あ
り
と
認
識
し
て
い
る
限
り
、
ブ
ッ
ダ
は
同
類
の
全
て
の
事
物
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
方
向
の
解
決
法
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
、
一
切
知
者
論
の
文
脈
に
お
け
る
〈
独
自
相
と
は
異
類
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う
考
え
方
は
、
仏
教
の
概
念
論
お

よ
び
言
語
論
で
あ
る
ア
ポ
ー
重
重
を
基
盤
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
そ
の
ア
ポ
ー
ハ
論
に
お
い
て
、
存
在
物

（ぴ

@
く
巴
の
本
質
（
ω
〈
魯
暴
く
餌
）
と
し
て
二
つ
の
側
面
を
想
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
存
在
物
の
本
質
は
、
そ
の
存
在
物
（
例
え
ば
現
今
の

壷
）
を
、
同
類
（
例
え
ば
愚
な
壷
）
お
よ
び
異
類
（
壷
で
な
い
も
の
、
例
え
ば
布
）
の
一
切
か
ら
、
即
ち
そ
れ
以
外
の
一
切
の
存
在
物
か
ら

区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
存
在
論
的
基
盤
と
し
て
語
ら
れ
る
場
合
と
、
存
在
物
を
異
類
の
み
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

或
る
一
定
群
の
諸
存
在
物
（
例
え
ば
壷
と
呼
び
得
る
す
べ
て
の
存
在
物
）
を
同
類
で
あ
る
と
概
念
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め

の
存
在
論
的
基
盤
と
し
て
語
ら
れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
本
質
の
こ
の
二
つ
の
側
面
を
、
同
じ
一
つ
の
本
質
に
内
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

す
る
二
側
面
と
し
て
想
定
し
、
議
論
の
文
脈
に
応
じ
て
使
い
分
け
た
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
見
解
を
背
景
と
し
て
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、

語
の
対
象
は
実
在
す
る
個
物
で
は
な
く
「
ア
ニ
ヤ
・
ア
ポ
ー
ハ
」
す
な
わ
ち
「
他
者
の
排
除
」
で
あ
る
と
い
う
説
を
掲
げ
、
語
の
対
象
の
諸

相
を
様
々
に
論
じ
た
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
説
は
孫
弟
子
シ
ャ
ー
キ
ャ
ブ
ッ
デ
ィ
の
時
に
整
理
さ
れ
た
。
シ
ャ
ー
キ
ャ
ブ
ッ
デ
イ
に
よ
れ

ば
、
「
ア
ニ
ヤ
・
ア
ポ
三
指
」
と
い
う
語
に
は
、
文
脈
に
応
じ
て
、
①
排
除
さ
れ
た
独
自
相
（
〈
愚
く
葺
曽
琶
ω
〈
巴
四
駅
葛
3
）
、
②
他
者
を
排

　
　
　
　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
目
P
田
嵩
鋤
ω
鋤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
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一
二
二

除
す
る
こ
と
（
螢
姥
書
。
築
き
）
、
③
概
念
知
の
顕
現
（
＜
野
巴
B
9
＆
三
景
鎮
圃
げ
茜
ω
黛
。
）
と
い
う
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
三
つ
の
意
味
が
あ

　
　
（
4
5
）

る
と
い
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
の
分
析
は
、
本
稿
が
主
題
と
し
て
扱
う
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
の
『
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
・
サ
ン
グ
ラ
ハ
』
に
お

い
て
は
、
「
語
の
対
象
の
考
察
」
章
に
継
承
さ
れ
〔
一
〇
〇
排
偶
〕
、
そ
こ
で
①
「
排
除
さ
れ
た
独
自
相
」
に
相
当
す
る
も
の
は
「
対
象
そ
れ

自
体
」
（
草
書
警
ゴ
碧
）
と
表
現
さ
れ
た
。
そ
の
場
合
、
ア
ポ
ー
ハ
（
罰
排
除
）
と
い
う
否
定
は
相
対
的
否
定
（
肯
定
を
含
意
す
る
否
定
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

冨
蔓
琶
鋤
紹
）
と
解
釈
さ
れ
た
。
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
注
は
、
「
対
象
そ
れ
自
体
と
は
対
象
の
本
質
（
o
o
〈
餌
げ
び
魑
く
餌
）
で
あ
り
、
異
類
か
ら
排
除
さ

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

れ
た
独
自
相
（
＜
凹
凹
什
剛
巻
く
萄
く
誉
鋤
壱
ω
〈
鋤
巨
㊧
巷
曽
巳
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
傍
点
部
分
の
表
現
が
、
一
切
知
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
独

自
相
の
規
定
と
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
こ
と
は
、
両
ト
ピ
ッ
ク
の
緊
密
な
関
係
を
如
実
に
示
し
て
お
り
、
瞑
想
中
の
認
識
と
概
念
知
と
の
関

係
を
今
後
広
く
検
討
し
て
行
く
際
の
重
要
な
一
視
点
と
な
ろ
う
。

五
　
結

払fima

　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
説
に
お
い
て
、
「
マ
ー
ナ
サ
」
と
は
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
鋤
轟
ω
慧
ご
濫
墨
画
）
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
の
用
例
に
即
し

て
い
え
ば
、
①
意
知
覚
・
②
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
・
③
概
念
知
の
い
ず
れ
か
を
意
味
す
る
。
ど
の
意
味
か
は
そ
の
都
度
の
文
脈
か
ら
確
定
で

き
る
。
か
か
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
は
、
実
質
上
、
「
意
識
」
と
同
義
で
あ
り
、
そ
し
て
「
感
官
知
」
と
対
比
的
に
用
い
ら
れ
る
。

　
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
は
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
定
義
し
た
意
知
覚
に
つ
い
て
特
に
論
じ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
う
け
て
カ
マ
ラ
シ
；
ラ
も

意
知
覚
を
ダ
ル
モ
ッ
タ
ラ
説
と
同
じ
意
味
で
ご
く
消
極
的
に
認
め
る
。

　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
、
　
切
知
者
た
る
ブ
ッ
ダ
の
認
識
に
つ
い
て
、
膜
想
中
に
生
じ
る
非
概
念
的
認
識
は
極
め
て
特
殊
な
超
常
的
認
識
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
意
に
よ
る
認
識
」
薩
「
意
識
」
で
あ
る
と
し
た
。

　
「
意
に
よ
る
認
識
と
は
意
知
覚
ま
た
は
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
で
あ
る
」
と
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
が
解
説
す
る
と
き
、
彼
の
意
図
は
、
意
知
覚
と

ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
の
直
接
的
同
義
性
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
＝
瓢
二
九
偶
で
用
い
ら
れ
る
「
意
に
よ
る
（
認
識
）
」
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー



自己認識〔3b〕

（すべての認識）

　　　　　　　　　　（1）

＊感宮の異常による誤知

意知覚　　　　　　　〔2〕

自巴i認識（苦楽など）　〔3a〕

ヨーガ行者の直接知覚　〔4〕

　　＊概念知

ル
テ
ィ
の
定
義
し
た
意
知
覚
の
意
味
で
解
釈
し
て
も
よ
い
し
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
の
意
味
で
解
釈
し
て
も

よ
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
と
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
説
に
お
い

て
意
知
覚
と
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
が
意
量
的
に
重
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
従
来
の
定
説
は
、
も
と
よ
り
決
し

て
誤
り
で
は
な
い
が
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
一
面
の
あ
る
こ
と
も
言
い
添
え
て
お
き
た
い
。
意
知
覚
と
ヨ
ー

ガ
行
者
の
認
識
は
、
と
も
に
「
意
に
よ
る
認
識
」
で
あ
る
点
で
、
即
ち
皇
宮
知
で
は
な
い
点
で
意
味
的
に
重

な
る
の
で
あ
っ
て
、
意
知
覚
訓
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
と
い
う
図
式
で
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
。

　
一
切
知
者
の
存
在
論
証
に
み
え
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
の
説
は
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
な
ら
び
に
以
後
の

文
献
に
お
け
る
意
知
覚
定
義
論
の
文
脈
に
は
現
わ
れ
な
い
、
意
に
よ
る
非
概
念
的
認
識
が
本
来
的
・
一
般
的

に
有
し
て
い
た
一
面
と
関
係
す
る
。
そ
れ
は
く
直
接
知
覚
の
定
義
論
に
お
け
る
意
知
覚
説
発
展
史
V
と
は
別

な
流
れ
で
あ
る
が
、
意
知
覚
定
義
論
を
補
完
す
る
働
き
を
有
す
る
〈
も
う
…
つ
の
意
知
覚
説
発
展
史
〉
を
告

げ
る
も
の
と
し
て
、
今
後
の
研
究
で
さ
ら
に
注
目
し
て
行
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
説
に
し
た
が
っ
て
諸
認
識
の
種
類
を
図
示
す
る
な
ら
ば
上
の
よ
う
に
な
る
。
洋

数
字
を
付
し
た
も
の
は
直
接
知
覚
の
四
種
を
示
す
。
＊
を
付
し
た
二
つ
は
、
お
よ
そ
全
て
の
認
識
は
自
己
認

識
で
あ
る
と
い
う
〔
ω
び
〕
の
意
味
以
外
で
は
、
直
接
知
覚
か
ら
除
外
さ
れ
る
。

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
習
鋤
ω
四
）

一
二
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
九
号

一
二
四

注

（
1
）
　
櫻
部
建
・
上
山
春
平
『
仏
教
の
思
想
2
存
在
の
分
析
〈
ア
ビ
ダ
ル
マ
〉
』
、
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
、
九
〇
1
九
一
頁
（
角
川
文
庫
版
一
〇
五
一
六

頁
）
。
梶
山
雄
｝
『
仏
教
に
お
け
る
存
在
と
知
識
騙
、
紀
伊
国
歴
書
店
、
一
九
八
三
年
、
九
頁
。

（
2
）
　
意
知
覚
説
に
限
ら
ず
一
般
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
コ
荒
業
紹
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
、
覧
匹
ξ
圃
（
意
の
）
、
鴫
置
ξ
同
ω
（
意
に
よ
る
）
、
覧
匹
冨
ω
9
9

げ
餌
（
意
よ
り
生
じ
た
）
、
旨
α
（
意
）
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
形
容
詞
ヨ
9
、
コ
自
。
ω
9
。
の
女
性
形
が
∋
鋤
轟
ω
剛
（
P
m
こ
翠
霞
9
。
ω
剛
σ
げ
感
簿
琶
で
あ
る
の
は
言
う
ま

　
で
も
な
い
。

（
3
）
　
「
概
念
」
（
惹
言
弩
鋤
＼
＜
葺
論
叢
）
は
漢
訳
「
分
別
」
に
対
応
し
、
一
般
に
、
裏
物
を
区
別
・
分
類
し
、
あ
れ
こ
れ
と
思
い
計
ら
う
認
識
を
意
味
す

　
る
が
、
特
に
知
識
論
学
派
で
は
誉
葉
と
結
び
つ
き
得
る
認
識
の
こ
と
で
あ
り
、
専
ら
心
の
中
に
存
す
る
　
般
者
（
普
遍
、
ω
餌
ヨ
習
冨
）
を
対
象
と
す
る

　
と
さ
れ
る
。

（
4
）
　
「
誤
り
の
な
い
」
（
簿
σ
7
鼠
馨
£
ゆ
）
の
意
味
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
8
■
閃
二
旨
鋤
《
曽
∋
ρ
丙
餌
ヨ
巴
自
。
鰍
昌
自
。
、
ω
肖
糞
㊦
6
嵩
欝
鉱
。
護
。
｛
ゴ
◎
腎
Φ
護
。
器
。
⊆
の
．
ぎ

　
夢
Φ
匹
①
甑
三
二
〇
欝
。
粘
象
冨
。
け
唱
興
8
ロ
ニ
曾
雪
目
「
色
色
a
℃
「
o
江
①
ヨ
ω
」
『
ω
『
内
簿
ω
貰
鋤
（
巴
◆
）
讐
b
ぎ
§
建
言
ミ
、
⇔
§
ミ
砧
ミ
ミ
ミ
壽
辱
ミ
ミ
ミ
ミ
N

　
奪
ミ
§
§
織
§
富
ミ
蕊
ミ
四
§
的
ミ
）
婁
乏
圃
Φ
ρ
一
⑩
8
．

（
5
）
　
「
意
知
覚
」
に
お
け
る
「
意
」
の
意
味
は
、
八
世
紀
の
注
釈
者
ジ
ネ
ー
ン
ド
ラ
ブ
ッ
デ
ィ
に
よ
っ
て
門
（
知
覚
の
）
拠
り
所
（
菰
話
調
）
が
意
で
あ

　
っ
て
物
質
組
成
の
何
ら
の
感
官
に
も
拠
ら
な
い
ば
あ
い
（
そ
の
知
覚
は
）
意
知
覚
と
言
わ
れ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。
原
文
は
前
論
に
引
く
拙
稿
の
注
一
五

　
を
み
よ
。

（
6
）
　
原
文
は
後
濾
α
①
を
み
よ
。

（
7
）
　
複
数
文
献
に
次
の
経
典
断
片
が
引
用
さ
れ
る
。
「
比
丘
た
ち
よ
、
色
心
（
ル
ー
バ
、
眼
の
対
象
）
は
二
種
（
の
認
識
）
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
。
眼

　
に
よ
る
認
識
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
意
識
に
よ
っ
て
で
あ
る
」
（
二
種
を
、
眼
と
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
意
、

　
と
伝
え
る
テ
キ
ス
ト
も
あ
る
）
。
く
．
区
9
い
ぐ
讐
ゴ
簿
（
梶
山
雄
｝
）
、
》
三
簿
δ
曾
。
鉱
。
ほ
8
じ
d
二
＆
7
翼
℃
窪
。
ω
0
9
ざ
ぎ
麟
．
ζ
一
筆
簿
鉱
簿
簿
一
．
（
①
旦
巴
》
貿

　
登
◎
§
§
的
ミ
ミ
8
§
b
Q
国
馬
亀
ミ
無
ミ
ミ
8
愚
婁
内
気
0
8
一
菊
ヨ
ω
o
嵩
じ
づ
◎
o
岸
O
o
‘
巳
。
。
P
，
b
。
。
。
心
（
P
ミ
ご
ピ
霧
．
戸
崎
宏
正
隅
仏
教
認
識
論
の
研
究
謡

　
上
巻
、
大
東
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
三
三
八
頁
注
五
。
意
知
覚
を
認
め
る
者
た
ち
は
「
眼
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
（
餅
ξ
ω
邑
意
識
」
を
意
知



覚
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
こ
れ
が
本
当
に
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
意
知
覚
定
義
に
沿
う
も
の
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
筆
者
の
知
る
限
り
、

　
こ
の
経
典
断
片
の
出
典
は
い
ま
だ
同
定
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
知
識
論
学
派
の
論
師
た
ち
は
直
接
言
及
し
な
い
け
れ
ど
も
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
意
知
覚

を
認
め
た
背
景
と
し
て
は
、
自
派
の
根
本
典
籍
た
る
『
鍮
五
師
地
論
』
聞
所
望
地
に
お
け
る
因
明
説
が
何
ら
か
の
形
で
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ

　
に
は
門
物
質
組
成
の
感
官
に
よ
る
直
接
知
覚
」
（
『
9
ヨ
晋
ぐ
碧
落
蔓
艮
ω
p
）
と
「
意
に
よ
る
直
接
経
験
」
（
宿
雪
。
ゴ
ニ
げ
げ
p
。
〈
鋤
）
を
並
記
す
る
箇
所
が
あ

　
る
。
矢
板
秀
臣
「
鍮
三
論
の
因
明
一
梵
文
テ
キ
ス
ト
と
和
訳
」
、
『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
一
五
、
一
九
九
二
年
、
五
一
一
一
頁
と
五
五
七
頁
。
本
稿
第

　
一
節
の
議
論
と
関
連
し
て
、
同
じ
箇
所
が
直
接
知
覚
の
四
種
類
し
て
上
記
二
種
と
世
俗
的
な
直
接
知
覚
と
清
浄
な
直
接
知
覚
（
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
に
対

応
）
を
挙
げ
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。
但
し
自
己
認
識
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
な
お
『
鍮
講
師
言
論
聴
同
箇
所
で
「
直
接
知
覚
」
（
O
鎚
畠
鋤
房
蝉
）
は

　
「
直
接
知
覚
の
対
象
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
護
噸
鎖
無
8
甑
（
服
部
正
明
）
、
b
耐
謡
馨
b
§
詮
§
愚
職
§
b
O
鋤
ヨ
三
一
α
ウ
q
Φ
冨
〉
藁
㊤
①
。
。
も
』
。
。
h
P
同
．
心
O
．
戸
崎
宏
正
「
後
期
大
乗
仏
教
の
認
識
論
」
、

　
『
講
座
仏
教
思
想
』
第
二
巻
、
理
想
社
、
一
九
七
四
年
、
　
一
七
｝
一
七
五
頁
。
戸
崎
前
掲
書
、
三
三
八
一
四
七
頁
。
御
牧
克
己
門
経
量
部
」
、
『
岩
波
講
座

東
洋
思
想
第
八
巻
イ
ン
ド
仏
教
1
幅
、
岩
波
書
店
、
　
九
八
八
年
、
二
四
六
一
五
〇
頁
。
な
お
、
本
稿
の
主
題
と
の
直
接
的
関
連
は
希
薄
で
あ
る
が
、
筆

者
の
知
り
得
た
他
の
意
知
覚
関
係
論
文
に
以
下
が
あ
る
（
出
版
年
代
順
）
。
↓
罫
ω
8
財
Φ
吾
簿
。
。
需
ざ
b
σ
ミ
§
画
無
卜
轟
貴
鷺
ミ
思
い
①
三
昌
α
q
鑓
9
取
り
。
。
ρ

巷
唱
①
己
冥
日
”
日
滞
夢
8
「
《
o
噛
B
魯
8
一
ω
①
房
餌
賦
。
づ
（
ヨ
似
コ
p
路
－
震
㌶
旨
蚕
ご
α
P
鷺
轟
N
鳩
い
Φ
三
白
冨
負
竈
ω
卜
。
も
」
①
一
h
ω
・
鼠
o
o
冨
ユ
①
ρ
§
鳴

bロ

~
§
韓
き
§
肋
魯
電
旦
§
帖
器
δ
ミ
ミ
§
O
巴
2
簿
鋤
し
O
G
。
μ
℃
℃
．
ω
障
山
。
。
．
ζ
．
2
鋤
α
q
讐
。
含
》
ミ
蕊
題
黛
－
培
§
曙
暮
向
『
山
8
量
巳
歪
ヨ
駈
け
ぎ

ゆ
⊆
＆
山
雪
層
ミ
ミ
匠
気
ω
団
ω
8
ヨ
M
ぎ
…
竃
’
Z
餌
α
q
鋤
8
巨
Φ
け
鋤
一
．
（
巴
巴
、
留
蕊
取
ミ
§
駄
ミ
同
時
§
⑦
ミ
ミ
塁
U
o
『
母
①
o
び
ρ
一
〇
。
。
P
長
友
泰
潤
「
仏
教
論
理

学
派
に
お
け
る
意
知
覚
（
ヨ
鋤
き
ω
碧
鑓
蔓
磐
紹
）
に
つ
い
て
」
、
東
北
印
度
学
宗
教
学
会
口
論
集
』
一
｝
、
一
九
八
四
年
。
同
「
仏
教
論
理
学
派
に
お
け

　
る
楽
等
の
知
に
つ
い
て
」
、
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
臨
三
三
－
一
、
一
九
八
四
年
。
戸
崎
宏
正
「
法
蓮
著
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ィ
ニ
シ
ュ
チ
ャ
ヤ
』
第
1
章

現
量
（
知
覚
）
論
の
和
訳
ω
」
、
九
州
大
学
文
学
部
『
哲
学
年
報
』
四
八
、
一
九
八
九
年
。
β
旨
男
．
↓
三
Φ
ヨ
彗
ρ
ぎ
島
鋤
欝
鋤
a
↓
ま
①
8
昌
竃
鋤
匹
ξ
9
B
憎

訂
ω
8
護
国
欝
ω
四
震
山
懐
欝
＄
堕
§
恥
§
魯
ミ
焦
焦
§
ミ
置
－
ど
一
ゆ
。
。
O
■
長
友
泰
潤
「
意
に
お
け
る
知
覚
に
つ
い
て
」
、
『
塚
本
啓
祥
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
、

知
の
運
遁
一
仏
教
と
科
学
』
、
佼
成
出
版
社
、
一
九
九
三
年
。
孟
子
烈
「
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
意
知
覚
（
日
鋤
ロ
鋤
ω
9
。
腰
p
。
監
房
ズ
留
）
説
」
、
『
印
度
学
仏
教
学

　
研
究
勧
四
七
一
二
、
一
九
九
九
年
。

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
扁
（
ヨ
鋤
轟
終
）

～
二
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
九
号

＝
｝
六

（
9
）
日
2
轟
鴇
讐
P
9
号
①
畠
8
。
h
≦
葺
践
①
＜
欝
剛
『
即
↓
。
「
①
蕾
（
Φ
α
。
）
”
§
ミ
§
こ
蕊
ミ
謹
ミ
黛
暴
的
ミ
沁
§
㍉
§
9
ミ
§
、
譜

　
⑦
§
§
欺
ミ
詠
b
嗜
篤
ミ
評
§
（
仮
題
γ
勾
。
ヨ
P
断
。
冨
『
8
ヨ
ヨ
ひ
q
■
特
に
そ
の
第
三
節
と
付
録
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
　
窯
愚
養
ぴ
貯
創
⊆
囲
刈
－
鷺
”
3
け
6
p
蜜
『
≦
警
⇔
§
＼
＼
　
ヨ
匹
二
巻
合
目
コ
曽
ヨ
　
＼
＼
　
ω
〈
山
≦
超
愚
同
缶
駐
日
噌
p
三
脇
薫
ω
但
7
巴
《
弩
ぢ
Φ
欝
α
二
旨
嘗
警
Φ
雛
。

沼
扇
屋
婁
8
窮
℃
欝
蔓
国
く
9
9
鋤
殺
鼠
欝
砦
3
四
望
9
。
同
δ
〈
一
稼
鋤
磐
屋
＼
＼
器
『
く
自
。
o
同
洋
餌
8
剛
＃
参
陣
ヨ
鋒
ヨ
9
。
器
ぢ
く
Φ
α
帥
［
類
ヨ
＼
＼
ぴ
菖
＆
「
雲
門
び
げ
鋤
く
雪
目
肩
2
。
冨
雫

招
冨
多
雪
8
冨
越
く
。
α
q
謡
㍊
一
り
自
。
導
8
甑
＼
＼
（
凶
『
0
9
0
巴
ω
ρ
二
《
ぎ
冨
凶
ζ
巴
く
雪
剛
P
ミ
白
蟻
帖
ミ
b
ミ
，
ミ
ぎ
ミ
懲
§
げ
b
ぎ
§
ミ
、
§
§
ミ
織
骨
§
発
動
ヨ
斜

　
お
繍
）
●

（
1
1
）
　
玄
笑
訳
咽
因
明
正
理
門
論
難
幅
（
U
戯
鼠
α
q
P
Z
愚
蒙
ヨ
瓢
喜
p
。
）
門
現
鑑
別
転
、
故
名
品
童
」
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
第
三
二
巻
三
b
）
。
原
文
は
鋳
甲

飴
∋
欝
招
壱
℃
写
譜
く
霞
＄
9
同
素
鷲
簿
斎
蓄
鋤
ヨ
で
あ
る
。
桂
紹
隆
門
因
明
正
理
門
論
研
究
〔
五
と
、
『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
喚
四
二
、
一
九
八
二
年
、

　
八
四
頁
。

（
1
2
）
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
認
識
論
は
六
識
説
に
立
つ
が
、
彼
が
最
終
的
に
ア
ー
ラ
や
識
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
別
伝
で
検
討
を
試
み
た
。
「
ダ

　
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
六
識
薄
墨
立
山
、
『
イ
ン
ド
の
文
化
と
論
理
－
戸
崎
宏
正
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
㎞
、
九
州
大
学
出
版
会
（
印
刷
中
）
。

（
1
3
）
　
楽
等
の
自
己
認
識
に
か
ん
す
る
デ
ィ
グ
ナ
ー
が
説
と
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
説
の
相
違
な
ら
び
に
プ
ラ
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
カ
ラ
グ
プ
タ
の
解
釈
に
つ
い
て
は

　
注
㈲
に
引
く
長
友
「
仏
教
論
理
学
派
に
お
け
る
楽
等
の
知
に
つ
い
て
」
参
照
。
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
説
の
場
合
、
感
官
を
介
す
る
対
象
認
識
（
目
感
窟

知
）
よ
り
生
じ
た
楽
や
苦
な
ど
が
自
己
認
識
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
が
端
的
に
、
楽
な
ど
は
男
宮
に
依
拠
し
な
い
と
す
る
の
に
対
し

　
て
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
感
官
の
間
接
的
な
関
与
を
認
め
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
楽
な
ど
の
認
識
が
感
習
知
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

（
1
4
）
　
℃
鎚
ヨ
9
器
飴
ヨ
蟷
8
麸
p
。
（
＜
州
叶
ε
”
∋
曾
鋤
紹
ぢ
畠
再
話
門
9
1
ひ
q
薮
δ
＜
霧
四
煙
く
圃
巳
『
巴
窮
一
℃
圃
惹
＼
（
“
牢
自
。
ヨ
8
霧
鋤
ヨ
ρ
8
＄
養
ε
菩
）
ヨ
碧
器
鋤
ヨ
呂
剛

　
愚
層
9
1
島
≦
招
く
語
誌
き
勉
昌
讐
5
p
〈
騨
巴
℃
簿
ざ
ヨ
鋤
宕
σ
審
く
蘭
一
畠
田
℃
葺
く
嘗
＄
一
。
5
鼠
σ
q
鋤
α
く
Φ
超
3
0
剛
悉
ω
三
（
げ
餌
二
軸
量
9
鋤
α
凶
器
6
餌
ω
く
器
簿
届
く
①
匹
切
妻
ヨ
一
甲

　
続
帯
蘭
路
効
℃
⑦
冨
簿
く
鋤
匹
ヨ
鋤
コ
器
簿
弓
℃
舜
蔓
巴
（
招
ヨ
．

（
1
5
）
　
注
⑧
に
引
く
朴
「
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
の
意
知
覚
（
ヨ
蜜
餌
鋸
窟
，
鶏
葦
訴
潜
）
説
」
。

（
1
6
）
　
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
臨
直
接
知
覚
章
の
偶
の
数
え
方
は
、
戸
崎
前
掲
書
に
し
た
が
う
。

（
1
7
）
　
マ
ー
ナ
サ
の
用
い
ら
れ
る
二
三
九
偶
a
に
つ
い
て
は
注
㈲
に
引
く
船
山
論
文
の
第
三
節
も
参
照
。



（（
2
4
）

（
2
5
）

（
1
8
）
　
玄
英
訳
『
大
旨
婆
沙
論
』
巻
七
二
「
問
。
此
六
識
身
、
幾
有
分
別
、
幾
無
分
別
。
答
。
前
五
識
身
、
唯
無
分
別
。
第
六
憂
身
、
或
有
分
別
、
或
無
分

別
。
且
在
三
者
、
皆
無
分
別
。
不
在
定
者
、
容
有
分
別
。
計
度
分
別
、
遍
與
不
定
意
識
倶
故
」
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
二
七
巻
三
七
四
b
、
二
～
九
b
も
参

照
）
。
説
一
切
有
部
の
三
種
分
別
説
と
そ
の
関
連
資
料
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
ρ
O
o
×
－
O
昌
臣
Φ
ロ
。
ω
ω
圃
σ
讐
蔓
。
剛
曽
コ
。
コ
Φ
×
凶
ω
8
纂
。
σ
冨
9
0
h
8
亭

ω
鼠
2
ω
器
。
。
。
・
…
ω
鷲
贔
ω
酔
圃
鼠
匹
貯
四
a
U
鍵
ω
感
邑
冨
↓
冨
。
「
剛
Φ
。
・
”
寒
鴨
冒
ミ
§
ミ
ミ
ミ
鳴
ミ
譜
§
ミ
帖
§
ミ
濠
8
ら
§
凡
§
ミ
b
ロ
ミ
亀
目
帖
無
い
ミ
ミ
鳴
＝
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹
　
　
，

H
レ
O
。
。
。
。
魑
ω
①
h

（
1
9
）
O
・
↓
二
8
圃
（
Φ
e
矯
ミ
§
ミ
野
馬
織
§
睦
香
物
建
国
寅
寒
帖
ミ
象
ミ
§
寒
ミ
§
鼻
因
。
ヨ
斜
お
刈
H
レ
H
や
一
門
…
p
B
①
く
餌
げ
冨
σ
q
磐
讐
鋤
。
p
。
け
く
鋤
蔓

鋤
冨
ヨ
σ
き
9
。
＜
器
慈
三
巻
α
q
ヨ
鋤
ヨ
a
a
圃
ω
鐵
コ
凶
』
マ
く
簿
巴
O
巷
惹
二
σ
ぎ
び
鋤
冨
β
ω
碧
節
g
。
首
岩
轟
轟
げ
ぎ
ぴ
鋤
訂
欝
く
鋤
ω
け
阿
房
黒
月
動
け
押
訂
「
冨
巴
ω
℃
艮
薮
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9

。
餌
■
跡
冨
巨
象
ρ
縛
ミ
織
ミ
ミ
ミ
§
ミ
智
貫
u
。
鴬
く
鋤
ぎ
＼
℃
母
剛
ω
し
り
。
。
㎝
も
．
。
。
。
。
…
…
σ
8
ヨ
喜
欝
冠
p
。
ω
ξ
δ
N
鐵
ひ
q
轟
ω
伍
巴
穿
餌
e
q
艮
ぴ
含
ひ
q
腕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

α
巨
ぴ
q
ω
目
貫
き
。
ω
8
げ
N
三
唱
。
9
圃
羅
ω
8
＝
』
鰻
登
冨
コ
什
£
窓
紆
暮
。
霧
℃
畳
ぴ
q
霊
α
q
ω
σ
3
9
。
自
警
》
蔦
恥
8
ヨ
℃
費
巳
「
け
。
α
q
。
畳

鴨
⊆
σ
q
ω
σ
＆
碧
山
巴
【
。
。
．
号
。
ω
℃
o
冨
ヨ
9
魯
山
今
一
蒔
．
ロ
ひ
q
o
ω
冨
巻
匿
ω
⊆
ぴ
q
姦
σ
冨
7
0
●
玄
笑
訳
『
解
三
密
経
』
分
別
一
嵩
品
（
大
正
新
書
大
蔵
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
｛
六
巻
六
九
七
c
）
。

（
2
0
）
前
注
所
引
里
民
ミ
b
口
討
議
§
慰
ミ
§
賢
N
δ
山
。
。
”
鐙
ヨ
鋤
昏
9
。
く
湯
器
鼻
繋
ぴ
ξ
田
口
ω
蝉
茸
9
。
ω
8
＜
霧
ε
冨
窪
き
窮
叶
豊
冥
ひ
q
鋤
ヨ
。
ぴ
穿
く
餌
鉾
滞
爵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

鼠
く
胃
p
。
頻
實
，
。
莚
爲
巨
窃
鋤
量
鼠
曼
碧
巴
暑
白
け
二
「
零
9
旨
5
δ
巴
Φ
爵
＄
σ
＆
島
蕩
け
毒
ヨ
■

（
2
1
）
　
森
山
出
逢
「
囲
p
。
日
巴
融
同
ご
の
喉
識
思
想
と
修
道
論
　
　
鍮
伽
行
中
観
派
の
唯
識
説
の
観
察
と
超
越
」
、
『
仏
教
大
学
人
文
学
論
集
』
一
九
、
一
九
八

　
五
年
、
六
八
i
七
四
頁
。

（
2
2
）
　
注
⑲
討
滅
冨
帖
ミ
切
、
ミ
隠
§
寒
ミ
§
馬
。
。
ρ
ω
－
。
。
　
…
び
げ
里
雪
3
m
げ
7
鋤
く
p
。
鼠
℃
毒
冨
畠
二
心
葛
暮
餌
α
q
9
。
雲
霧
Φ
ω
鋤
冨
巨
＄
百
雪
麟
蔵
訂
冨
三
8
日
ω
9
亭
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●

冨
鐙
話
。
9
爵
9
。
目
ヨ
巴
鼠
2
巴
銘
α
q
山
ヨ
国
羨
く
一
壷
巴
当
帰
決
。
巴
四
三
く
障
碧
『
巴
巻
碧
当
日
8
偉
費
簿
嘗
蘭
轟
葭
葺
。
翻
身
践
p
邸
鼠
8
＜
四
ω
ε
B
「
・

冨
葺
鎮
蝕
鋤
扇
げ
効
聖
日
蔑
鎮
凶
一
鋤
げ
警
9
。
ヨ
び
誘
く
鋤
鉾
匙
費
鐙
コ
餌
ヨ
騨
ぴ
q
動
ヨ
畠
買
口
。
く
蜂
。
び
冨
く
四
F
野
望
冨
田
切
雷
σ
菖
ヨ
酵
O
「
碧
鐵
ぴ
冨
く
巴
’
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，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

2
3
）
　
奪
ミ
　
N
一
①
山
。
。
・
原
文
は
注
①
を
み
よ
。
「
転
依
㎏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
b
⊃
匿
い
に
出
る
。

　
　
　
二
w
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
（
器
毒
巻
冨
轟
く
「
け
臨
）
　
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

注
ω
に
引
く
内
餌
冒
冨
ヨ
四
論
文
の
二
四
　
頁
。

↓
薄
署
員
出
自
ぴ
q
鎚
冨
亀
卜
。
㊤
”
ヨ
鋤
銘
ω
Φ
巳
甑
旨
く
二
鼠
隅
田
「
＜
騨
巴
O
讐
く
鋤
ω
野
島
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
●

カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
鋤
昌
餌
ω
四
）

＼
《
o
昌
碧
筈
ω
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

ω
巳
臼
勝
山
ぎ
鋤
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

。
〈
穿
巴
B
け
毒
ω
鋤
警
9
。
冨
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

二
七



哲
学
研
究
　
第
五
菖
六
十
九
号

＝
天

＼
ト

（
2
6
）
　
「
言
語
買
取
り
決
め
を
な
し
得
な
い
こ
と
」
は
同
章
一
二
六
三
偶
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
な
ど
」
は
、
｝
二
六
三
僑
以
前
に
提
出
さ
れ
た
、
直
接
知
覚
の

　
無
概
念
性
に
関
す
る
他
の
論
証
方
法
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
、
審
ら
か
で
な
い
。

（
2
7
）
日
鋒
毒
茸
愚
ひ
q
暴
露
℃
豊
鵠
＾
匿
。
。
轟
M
δ
山
ゴ
ω
巳
＾
鼠
魯
ρ
鋤
膏
冨
叶
葺
鷺
。
。
爵
ご
ω
日
日
く
a
効
冨
胃
9
。
蔓
①
冨
簿
①
曙
鋤
冨
ヨ
切
語
ω
①
蔓
毘
受
。
遷
母
巴
蔓

鍼
鉾
誘
ω
餌
∋
醸
窪
く
践
夢
ヨ
習
器
器
旨
．
v
当
身
巷
圃
8
蒼
。
暮
色
春
夢
ご
畳
巻
圃
民
身
鋤
後
端
①
塁
母
。
、
鐙
ξ
器
餌
ヨ
塁
叢
話
ぢ
。
。
9
。
＄
ω
斎
讐

　
瞥
鑑
一
団
動
Φ
＜
鋤
．
鴇
鋤
蒔
く
鋤
蜜
O
ぴ
q
こ
識
鋤
哨
務
ヨ
一
ぴ
目
当
鋤
昌
飴
ω
鋤
ヨ
．
叶
£
δ
0
6
幽
く
餌
汗
ω
｝
、
蝕
日
田
昌
鋤
∋
．
ω
晒
価
匙
ご
餅
＝
叶
飴
唱
触
簿
ω
一
価
挽
臼
鋤
瞥
く
鋤
護
ヨ
餅
娼
鋤
ロ
Q
鋤
o
o
団
鋤
什
N
鋤
嵩
切
回
黛
。
騨
o
o
飴
鎚
鋤
ヨ
一
q
－

S
∋
も
惹
ヨ
ぎ
①
畠
σ
鋤
穿
剛
8
θ
奏
ヨ
跨
鋤
要
塞
蝕
毒
只
口
写
。
鋤
匹
冨
ヨ
三
畠
。
）
ω
ヨ
蓼
三
げ
℃
蜀
9
奉
唱
8
三
げ
葺
く
9
◆
8
〈
㌣
o
o
鐸
（
ゴ
σ
．
毒
包
…

　
o
讐
．
ζ
閤
Q
D
．
悼
）
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
ヨ
雪
動
ω
9
。
ω
冨
の
訳
の
前
に
．
α
騨
（
讐
毒
）
を
置
く
。
　
ω
げ
ω
ヨ
鋤
ぴ
三
7
0
◎
霞
’
（
6
剛
げ
．
一
合
0
9
8
ひ
q
ひ
q
互
”
9
昌
竃
丙
ω
・

　
　
〔
略
号
）
鼠
ー
ー
ジ
ャ
イ
サ
ル
メ
ー
ル
写
本
、
ω
謄
ω
」
）
≦
費
野
⇔
O
器
ω
冨
斡
二
校
訂
梵
本
（
本
稿
で
示
し
た
頁
行
と
僑
の
数
え
方
は
こ
れ
に
よ
る
。
ζ

　
を
底
本
と
す
る
）
、
匿
薩
国
ヨ
げ
霧
隅
『
凶
ω
ゴ
鋤
B
9
。
0
7
9
。
「
惹
校
訂
善
本
、
℃
薩
北
京
版
西
蔵
大
蔵
経
、
O
巨
デ
ル
ゲ
版
西
蔵
大
蔵
経
。
略
号
は
注
㈹
、
⑬
㊥
も

同
様
。

（
2
8
）
窪
窪
蚕
卵
膏
α
q
惹
冨
お
①
ω
聾
㈲
誘
導
馨
壼
巻
ξ
鋤
叢
談
鷺
一
巴
黒
鼠
θ
9
。
轟
尾
餌
夢
鐸
＼
け
①
怨
望
鎮
器
＄
ω
9
。
痛
論
葺
5
鋤
導
二
巴
℃
ぎ
名
雪
ひ
q
ぜ

＼
ト

（
2
9
）
℃
憂
善
き
く
鍵
，
琶
＄
葭
b
。
お
一
－
勺
鎚
ヨ
習
髪
【
三
協
8
琶
H
曽
”
器
鴇
冨
鴇
ヨ
契
。
ξ
鋤
雪
鋤
ω
穿
罫
臼
二
二
導
き
恩
導
穿
＼
叶
Φ
絡
∋
跨
磐

ω
慈
慈
弓
く
琴
マ
鼠
σ
颪
巴
℃
響
昂
巴
ぴ
q
慧
＼
＼
・

（
3
0
）
β
密
轟
辱
ヨ
P
》
ω
2
身
。
｛
勘
貸
奪
§
§
。
ミ
§
ミ
き
～
§
萄
§
容
ミ
～
書
ミ
的
§
へ
、
Q
誉
、
さ
肋
爲
ミ
曽
§
奪
ミ
N
§
ミ
舞
さ
ミ
。
零
§
霧
慨
電

さ。

≠
ｨ
8
も
」
お
肖
“
』
。
。
㊤
．

（
3
1
）
　
注
㈲
に
引
く
船
山
論
文
の
第
二
節
と
、
注
働
に
引
く
船
山
論
文
の
注
一
四
。

（
3
2
）
　
↓
9
。
欝
く
器
鴛
帽
錘
冨
冨
コ
属
一
愈
膳
。
。
ρ
誌
山
㎝
と
、
注
㈲
に
引
く
船
山
論
文
の
注
五
～
。

（
3
3
）
　
用
崎
信
定
豊
切
智
思
想
の
研
究
㎞
、
春
秋
社
、
　
一
九
九
五
年
、
の
第
六
棄
は
、
本
章
前
段
三
＝
一
三
…
三
二
六
一
偏
の
テ
キ
ス
ト
と
和
訳
を
収
録

す
る
。
こ
れ
に
先
立
ち
、
三
二
四
六
i
六
〇
僑
と
三
六
｝
二
一
四
距
偶
（
詩
節
番
号
は
シ
ャ
ー
ス
ト
リ
校
訂
北
本
に
従
う
）
が
、
渡
邉
重
朗



　
　
「
↓
象
即
く
器
§
。
粛
舜
冨
×
×
＜
囲
評
一
（
器
ミ
山
b
。
曾
塁
壁
ω
爵
卜
。
－
。
。
罐
①
」
（
和
文
）
、
『
成
田
山
仏
教
研
究
所
紀
要
幅
一
一
、
一
九
八
八
年
、
に
和
訳
さ
れ
て
い

　
る
。
ま
た
、
　
切
知
者
の
論
証
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
は
次
に
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
国
■
ω
け
巴
艮
①
躍
コ
Φ
き

冒
習
器
男
臼
時
鋤
．
ω
G
。
藁
蕎
回
匿
ω
凶
ま
三
F
ヨ
　
い
．
い
き
8
ω
8
二
Φ
8
”
ミ
識
愚
絢
ミ
§
爵
§
叙
沁
§
譜
蹴
留
§
塁
。
ご
Φ
甚
9
Φ
く
し
り
§
薯
．
。
。
。
。
。
。
あ
①
」
乱
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

く
○
ひ
q
圃
ω
。
冨
麺
q
美
Φ
言
什
三
ω
巴
ω
℃
「
。
互
の
ヨ
葺
u
d
二
＆
臣
ω
ヨ
轟
貯
…
P
O
ぴ
曾
冨
ヨ
ヨ
Φ
二
①
9
讐
ぎ
鳶
の
軸
§
駄
§
再
論
壽
註
§
鱗
§
隷
注
ぎ
ミ
．
N
§
妹
譜
的

ミ
鋳
芝
δ
コ
ち
刈
。
。
も
P
旨
。
。
－
ω
昏
。
ρ
b
d
露
盤
ヨ
彗
戸
b
ミ
ミ
ミ
爵
§
魯
b
o
ミ
§
§
鳴
§
忠
§
詠
§
織
⇔
竃
旨
き
寒
§
魯
芝
δ
p
δ
。
。
0
1
国
包
Φ
ぎ
轟
℃

　
O
℃
’
≦
搾
×
〈
．

（
3
4
）
　
注
㈹
所
引
頃
無
8
ユ
前
掲
書
の
同
箇
所
。

（
3
5
）
月
葺
奉
ω
簿
ヨ
ぴ
q
鎚
冨
ω
窃
刈
…
Φ
騨
窪
巴
爵
只
自
。
ヨ
9
①
轟
。
。
重
く
9
。
㎞
ぽ
巻
昌
巴
零
露
讐
Φ
＼
呂
き
自
署
琶
《
ω
億
鐡
ω
導
く
習
轟
ω
鋤
α
冒
。
轟
言
9
。
身
鋤
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
巳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

＼
＼
■

（
3
6
）
↓
鋒
惹
ω
餌
ヨ
ぴ
q
鑓
訂
ω
ω
。
。
？
。
。
。
。
（
9
ゴ
び
治
、
①
置
沼
目
σ
。
。
讐
U
N
Φ
這
ω
跳
む
心
）
“
ω
動
ヨ
霧
㌶
毒
ω
9
ω
蝉
ヨ
σ
巴
血
鍵
田
窮
鳥
語
感
ω
筈
巴
。
α
α
q
鋤
骨
日
＼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

ω
鍵
く
a
豪
強
目
溢
送
出
ヨ
旨
習
餌
∋
ヨ
鋤
欝
ヨ
①
冨
ヨ
只
9
。
冨
言
恩
酢
Φ
＼
＼
ω
ω
。
。
O
＼
＼
麸
ε
器
鼠
象
く
一
嘗
鋤
銘
ヨ
§
鳥
路
9
a
蟹
田
g
《
無
Φ
＼
轟
轟
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
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．

ω
国
∩
疑
。
。
島
鋤
ω
轟
く
警
鑓
ω
巴
一
切
讐
蝕
B
畠
讐
Φ
＼
＼
ω
ω
。
。
ぐ
＼
ω
曲
＆
訂
ヨ
8
讐
響
霧
m
讐
盲
曾
9
ヨ
巳
鼠
身
屋
呂
軽
愚
§
葵
餌
袋
＼
零
同
く
鑑
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
●
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●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

冨
『
自
。
ω
愚
官
養
ω
ε
量
Φ
鼠
く
餌
二
ω
9
暮
呂
＼
＼
ω
ω
。
。
・
。
＼
＼
く
舘
O
冨
8
三
6
。
ヨ
登
ω
溶
き
ヨ
醤
伽
呂
緒
9
ぴ
q
。
白
鼠
＼
ω
＜
巷
器
。
鋤
鼠
8
ω
毬
搬
響
選

。。

ﾇ
く
密
旨
蒙
σ
冨
鼠
§
罫
簿
ヨ
＼
＼
ω
ω
。
。
ω
．
）
＼
＼
§
融
畠
三
助
四
望
3
Φ
き
ヨ
習
器
Φ
轟
嘆
p
一
邑
粟
Φ
＼
ω
母
亙
識
Φ
邑
＾
目
零
鋤
惹
ω
ヨ
守
護
ω
鑑
ヨ

℃
露
営
身
器
＼
＼
ω
ω
。
。
ミ
＼
。
鋤
星
目
Φ
葛
ぎ
翼
五
営
習
p
葛
ぢ
鳥
。
咽
。
σ
訂
く
巴
畳
＼
自
習
蝉
。
。
Φ
銘
、
｝
ε
。
捧
Φ
羨
く
Φ
ξ
Φ
話
鈴
・
．
）
霧
陣
睾
（
弩
＼
＼

ω
ω
。
。
㎝
＼
＼
旨
露
寒
器
ω
錯
。
山
「
禦
げ
紹
ω
＜
貿
轟
。
）
轟
巳
9
譜
冨
鼠
ミ
＼
＆
惹
ω
巳
く
馨
鋤
山
鐸
。
。
け
窪
ω
岳
昌
暴
「
9
Φ
騨
。
け
毒
く
「
け
葺
聾
＼
＼
ω
ω
。
。
①
＼
＼
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量
器
島
冨
ヨ
簿
。
ゴ
縁
極
、
）
鴇
邑
こ
簿
雲
霞
き
醤
8
骨
。
く
ω
く
障
響
く
貯
貧
婦
g
コ
男
用
爵
ご
善
き
ω
⑦
．
菰
磐
。
ヨ
帥
什
呂
＼
＼
。
。
。
。
。
。
ミ
＼
団
餌
易
易
蝕
－

げ
℃
鑓
ヨ
9
下
前
8
巻
ご
簿
財
鋤
答
冨
魯
誌
讐
p
ヨ
＼
酔
ω
富
ヨ
ω
餌
ヨ
罵
9
。
賦
一
〇
冨
紹
鋤
密
匪
鋤
冨
団
葺
輿
Φ
、
且
畠
げ
。
。
）
＼
＼
ω
ω
。
。
。
。
＼
＼
　
目
｝
以
上
二
偶
に
対
応
す
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る
部
分
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
全
部
で
9
パ
ー
ダ
と
な
っ
て
お
り
異
例
で
あ
る
。
矯
∬
α
q
ω
ω
o
α
q
ω
長
元
ω
診
《
o
ず
σ
匿
ひ
q
繊
q
8
つ
＼
＼
孟
ユ
労
鼠
冒
”
ズ
《
置
勺
］
爾
ω

B
．
雪
ぴ
q
歪
げ
冨
覧
瓢
＼
＼
α
q
壁
三
9
。
く
餌
訪
蝕
塁
。
α
ヨ
巴
価
①
＼
＼
§
。
ω
℃
。
諏
置
臨
α
q
ω
巴
冨
歪
＼
＼
ひ
q
浮
貸
団
凶
乙
Φ
旨
［
9
首
邑
象
。
ω
跳
匹
冨
＼
＼

ひ
q
N
鑛
ω
ω
α
q
ヨ
ω
。
α
q
ω
鵠
．
冨
薯
＆
Σ
H
。
碧
＼
＼
曾
き
冨
ひ
q
ω
巴
び
p
。
同
9
＆
冨
《
ぎ
＼
こ
a
一
頃
ヨ
融
嵩
《
彗
旨
駿
Φ
ω
嵩
＼
＼
匹
Φ
開
§
湿
触
ω
ヨ
《
曾

　
　
　
　
　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
直
接
知
覚
論
に
お
け
る
「
意
に
よ
る
認
識
」
（
ヨ
9
Ω
コ
鋤
ω
鋤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
九



折
頃
学
研
究
　
第
五
胃
H
六
十
九
口
写

一
三
〇

　
ぴ
ロ
§
。
ウ
q
識
こ
8
嵩
＼
＼
・
N
）
ヨ
鋤
コ
鋤
ω
Φ
冨
曽
呂
。
り
（
↓
凶
び
．
く
こ
ご
ω
σ
《
爆
渉
σ
暁
圃
）
　
鋸
四
二
ω
2
餌
汽
●
ω
）
ω
鋤
】
≦
ω
（
↓
き
’
島
Φ
ユ
）
”
8
【
駆
）
ω
9
。
ω
＜
鍵
些
叩
ζ
（
日
ま
．
島
①

　
矯
鋤
渉
錨
｝
匹
0
5
）
…
ω
〈
器
く
騨
富
民
匿
ω
区
．
u
）
ゴ
彷
冨
弓
ω
溶
…
烏
噸
三
帰
］
≦
（
三
二
冨
ぢ
ぎ
窪
Φ
ヨ
9
。
頗
ヨ
）
．
9
笥
餌
p
o
宅
9
B
。
巴
≦
ω
内
…
弓
師
翻
訳
《
鋤
囮
践
鋤
誉
（
吋
6
ぴ
．
ユ
ひ
q
ω

　
℃
9
山
餌
》
ぴ
毒
ご
■
ご
。
捗
↓
簡
σ
●
ひ
q
9
。
，
℃
げ
旨
『
伽
鑓
》
ユ
。
コ
ヨ
餌
呂
四
｝
ω
貝
器
（
畳
コ
2
費
窪
魁
ロ
》
ぴ
q
ず
餌
二
①
降
鋤
ぼ
”
）
曾
。
。
再
び
●
α
Φ
げ
邸
ぎ
三
白
α
q
塁
瓢
げ
α
飴
α
q
m
勺
…
島
飴
ひ
q

　
】
）
］
貯
．
鋤
漸
く
ぎ
＼
ト
　
　
略
号
に
つ
い
て
は
注
㈱
参
照
。

（
3
7
）
　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
場
合
、
「
あ
り
あ
り
と
し
た
顕
現
を
有
す
る
こ
と
」
（
ω
9
属
巷
毒
血
げ
鼠
ω
謬
く
鋤
一
1
一
ω
℃
霧
窟
℃
髭
戯
び
扇
ω
全
く
餌
）
は
概
念
を
離
れ
て

　
い
る
こ
と
（
直
接
知
覚
の
第
「
条
件
、
一
望
言
山
鼠
℃
o
魯
無
く
巴
と
同
義
で
あ
る
。
「
整
合
性
を
有
す
る
こ
と
」
（
強
く
一
曲
黒
く
鋤
α
騨
く
鋤
）
は
誤
り
の
な
い
こ

　
と
（
直
接
知
覚
の
第
二
条
件
、
鋤
σ
驚
鋤
葺
障
く
餌
）
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
前
者
の
同
義
性
は
、
『
プ
ラ
マ
ー
ナ
・
ヴ
ァ
ー
ル
テ
ィ
カ
臨
直
接
知
覚

章
に
お
い
て
元
来
は
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
た
が
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
頃
ま
で
に
、
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
に
限
ら
ず
、
直
接
知
覚
一

　
般
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戸
崎
前
掲
書
三
七
七
頁
も
参
照
。
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
の
場
合
、
　
一
切
知
者
論
の
文
脈
で
は
、
「
概
念
を
離
れ
て
い

　
る
こ
と
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
あ
り
あ
り
と
し
た
顕
現
を
有
す
る
こ
と
」
の
方
を
好
ん
で
用
い
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
中
で
指
摘
し
た
〈
一

切
知
者
の
認
識
と
概
念
知
の
微
妙
な
関
係
〉
と
密
接
に
関
係
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
後
者
の
意
味
で
の
同
義
性
に
つ
い
て
は
、
注
ω

　
に
引
く
船
山
論
文
で
主
題
と
し
て
詳
細
に
検
討
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
8
）
　
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
自
身
の
立
場
で
は
、
想
起
や
夢
に
お
け
る
認
識
は
意
識
で
は
あ
る
が
直
接
知
覚
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
想
起
（
ω
ヨ
N
9
　
ω
量
貯
貯
ヨ

桟
9
9
。
ヨ
）
は
概
念
知
で
あ
る
か
ら
直
接
知
覚
で
は
な
い
。
一
方
、
夢
に
お
け
る
認
識
は
概
念
を
離
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
誤
っ
て
い
る
か
ら
（
蹉
整
合
性

　
が
な
い
か
ら
、
前
注
参
照
）
直
接
知
覚
で
は
な
い
。

（
3
9
）
　
↓
9
。
簿
く
舛
ω
p
ρ
ぢ
ひ
q
慈
7
£
ρ
℃
9
a
＝
（
鋤
δ
鵡
b
。
。
覇
さ
刈
ω
」
り
（
鋤
伍
↓
9
。
簿
く
9
鴇
導
ぴ
q
「
9
7
簿
。
。
ω
Q
。
？
○
。
○
。
ご
：
幽
《
鋤
象
。
籠
㊧
舞
鋤
臼
コ
脅
ぞ
鋤
α
げ
ぞ
鋤
ぢ
ω
臼
。
「
く
費
窪
ρ
。
℃
p
ユ
〕
－

　
諏
鱗
箒
9
。
ヨ
9
σ
7
《
質
℃
動
ぴ
q
簿
溝
琶
σ
び
餌
く
簿
－
邸
山
鋤
ぴ
7
誘
く
①
α
賓
餌
昏
2
自
9
。
創
。
萌
簿
℃
舜
ω
p
。
｝
ぴ
q
p
。
7
．
賓
簸
く
㊤
け
鋤
ω
p
琶
磐
ω
欝
く
飴
ω
ε
α
q
9
。
乗
越
蔓
9
〈
初
島
＝
魁
㊧
餌
督
鋤
伽
。
鷲
鐘
鋤
く
鋤
σ
・

　
ず
《
魑
叢
雨
巴
（
賃
超
ご
℃
鋤
蔓
餌
艮
9
。
冨
只
只
騰
｝
ヨ
自
。
コ
。
＜
二
諏
鋤
昌
2
坦
ω
震
く
鋤
冨
7
簿
恥
｝
α
q
o
o
費
Φ
煽
拶
ω
四
望
冨
唱
『
口
耳
げ
7
鋤
ω
餌
≦
鐙
哲
く
鋤
9
凸
｝
け
く
鋤
σ
ず
《
鋤
菅
罵
9
。
藁
鉱
く
紹
蝕
9
1
∋

　
鎧
℃
鋤
α
q
讐
Φ
昌
鋤
《
二
α
q
p
。
℃
出
自
器
。
囎
m
＜
餌
。
。
ε
ぴ
q
墨
7
餌
督
弩
ω
胃
く
餌
三
α
超
冨
F
5
9
け
二
〇
巴
㊧
二
世
匹
圃
鳥
げ
ぐ
鋤
．
5
鋤
。
餌
ヨ
薄
日
○
芸
讐
贔
ぢ
ω
突
く
胃
筈
鋤
α
q
o
o
霞
9
ゆ
酵
p
。
《
鋤
コ
鋤

O
『
9
ω
置
再
び
⇔
ヨ
軌
よ
賦
賓
三
鼻
口
弓
く
蝉
一
（
ε
ヨ
。
｝
讐
宅
讐
。
σ
ず
①
＜
簿
蘭
皇
噌
自
唱
鋤
㎝
餌
び
α
鋤
9
＜
δ
亡
く
p
。
彰
ω
ヨ
汕
諄
潜
ぢ
旨
鋤
コ
讐
5
ニ
二
男
く
餌
3
齢
①
ヨ
唱
欝
o
o
m
再
再
＝
o
旨
鋤
コ
四
ヨ

。
ぐ
卑
ω
＜
9
℃
ロ
Φ
o
昌
昌
℃
餌
＆
箕
蝉
甑
σ
ず
麟
。
。
9
。
日
餌
二
届
書
剛
＄
ヨ
Φ
く
①
二
路
蘭
ω
＜
9
1
℃
曽
罫
湧
く
9
。
ケ
伽
巴
白
房
窺
ぞ
拶
F
8
コ
四
ω
〈
費
昏
鋤
≦
ξ
静
α
q
7
簿
＝
Φ
諺
旨
く
鋤
甑
鐙
く
餌
ω
《
①
磐
・



讐
く
讐
愚
ω
ヨ
鋤
訂
ヨ
評
冒
。
冠
9
。
跡
雲
霞
雪
曇
巨
鳥
ヨ
σ
円
く
讐
鋤
．
ご
壱
鑓
冨
『
ω
9
。
－
ζ
閑
（
ゴ
び
阪
鋤
σ
ξ
ご
∵
冨
「
ω
曽
ω
』
r
鴇
門
斎
葺
蝕
①
自
粛
閑
（
目
σ
．
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舜
冨
二
器
9
鼠
ぴ
餌
ご
…
壱
納
言
き
富
ヨ
毬
爵
G
り
■
。
v
ω
費
畠
門
昏
曽
8
寡
（
ゴ
ぴ
」
9
け
冨
ヨ
ω
。
巴
ξ
同
）
H
ω
9
雪
濠
貢
げ
キ
ζ
ω
閑
」
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鋤
く
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匹
7
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●

　
］
≦
ω
”
乏
7
0
誉
e
丙
’
切
r
鐙
o
o
9
。
村
鶏
冠
《
鋤
富
p
唱
村
国
臨
α
鉱
『
臼
。
日
ω
∵
ひ
q
O
O
費
讐
出
切
鋤
℃
轟
ω
こ
山
ン
ロ
ヨ
鼠
．
9
く
⇔
評
ε
ヨ
ζ
ω
　
＜
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la　verification　en　physique　et　sur　le　progres　scientifique．

“Mental　Cognition”　（ma－nasa）　in　Kamalagila’s

　　　　　　　　　Theory　of　Direct　Perception

by　Toru　FUNAYAMA

Associate　Professor　of　lndian　Philosophy

Kyushu　University

　This　article　is　an　iwestigation　i就。　how　Kamala§11a，　an　emi捻ent　Indian

Buddhist　scholar　in　the　eighth　century，　uses　the　word　‘‘m励as〆’in　his

Tattvasamgrahapa萄ika，　especially　ill　the　commentary　on　the　stanzas　1329　and
　　　　　　　o
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ3380－880f　the　Tattvasamgraha　by　his　teacher　S議ntaraksita．　The　result　of　this
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

research　reveals　that　7・」．z伽α∫α，恥eaning“mental　cognitioバ（解anasa初ノnana規），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●

is　used　in　the　sense　of　either“mental　perception”（ma－nαsaPratyalesa），“yogic
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o

perception”（yogiPratyalesa）or‘‘co簸ceptual　cognition”（zノ漉αφの碗σ％α）according
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

to　the　co就ext　where　the　word　in　question　is　used．　As　such，2厩％α∫αis　a　synonym

of　772aT～o吻’ha“na　and　an　antonym　of　indriya7b7励a（sensory　cognition）．茎n　particu－

lar，　K：amala§ila　states　that“mental　cognition”in　stanza　1329　should　be　cQn－

strued　either　in　the　sense　of　mental　perception　or　yogic　perception．｝lowever，

this　does　not　mean　that　the　notion　of　mental　perceptiQ箆and　that　of　yog圭c

perception　are　the　same　in　Kamala§i玉a’s　theory　of　perception，　but　means　that

both　of　these　different　types　of　perception　belong　to　me跳a玉cognition．　Com－

menting　on　stanzas　3380－88，　Kamala§11a　explains　what　the　Buddha’s　o艶niscient

cognition　is．　He　takes　it　to　be　a　type　of　yogic　perception，　but　it　cannot　be　the

same　as　mental　perceptlo…1　defined　by　Dharmaklrti．　Also，　the　usages　of　the

above－mentioned　technica至ter磁s　in　the　Bh護vanal（rama，　another　important

work　by　Kamala§11a，　as　well　as　those　in　Dharmakirti’s　works，　are　partia1王y

examl簸ed　i鍛this　article．王n　conclusion，　Kamala§11a’s　view　on　the　types　of

perceptua圭cognition　is　shown　by　the　following　diagra瑚：
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Six　kinds　of

cognition

膿黙1「y　cog”ition一［1二：1：：諜駅n［1］

Mental　cognition

（inanoviii7a－na　＝　ina’nase）

Mental　perception　［2］

Self－cognition　of　pain，　etc．　［3a］

Yogic　perception　［4］

’Conceptual　cognition

Self－cognition　［3b］

（Alr　cognition）

Notes a）　［1］　［2］　［3］　［4］　are　the　four　types　of　direct　perception　enumerated　by　Digntiga

　　and　Dharmakrrti．

b）　Twe　types　of　cognition　marked　with　’are　regarded　as　direct　perception　only

　　in　the　case　［3b］．
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