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W

唯

識

と「

東
洋
的
個」

——

縁
起
の
思
想
と
場
所
の
哲
学

竹

村

牧

男

は
じ
め
に

久
松
真I

が
唱
え
た「

東
洋
的
無」

に
対
し
て
、「

東
洋
的
個」

と
 

い
う
こ

と

を

言
っ
た
の
は
、
秋
月
龍
珉
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
徹
底
し
 

て

「

自
己」

の
問
題
の
究
明
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
、

「

己
 

事
究
明」

こ
そ
、
宗
教
の
、
あ
る
い
は
人
生
の
一
大
事
で
あ
ろ
う
。

小
稿
で
は
、
唯
識
の
三
性
説
を
主
と
し
て
紹
介
す
る
の
で
あ
る
が
、
 

そ

こ

か

ら

さ

ら

に
進
ん
で
、
こ

の「

東s
t
s

個」
の
問
題
を
、
西
田
哲
 

学
を
も
参
照
し
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。

三
性
説
の
概
要

初
め
に
、
三
性
説
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
説
明
し
て
お
き
た
い
。
そ
 

れ
は
、
三
種
の
観
点
か
ら
存
在
の
あ
り
よ
う
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

三
性
と
は

遍
計
所
執
性 

pa.rilta.lpita.-sva.bha.va.

依
他
起
性 

paraia.ntxa.-sva.bha.va.
pa.rinispa.nna.—sva.bha.va.

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
性
説
は
、
唯
識
の
文
献
に
は
大
体
、
出
 

て
く
る
も
の
で
あ
り
、
今
は
そ
れ
ら
に
一
貫
し
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
 

簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
う
。

ま

ず

、

遍
計
所
執
性
と
は
、
意
識
によ
っ

て

、

言
語
を
通
じ
て
実
体
 

と

し

て

執

さ

れ

た

も

の

の

こ

と

で

あ

る

。
他
に
、
末
那
識に
よ

っ

て
執
 

さ

れ.
た

「

我」

も

遍
計
所
執
性
であ
る

が

、

主
と
し
て
は
、
前
に
述
べ
 

た

も

の

を

考

え

れ

ば

よ

い

。

と
こ
ろ
で
、
言
語
を
た
て
る
に
は
、
そ
の
拠
り
ど
こ
ろ

(

所
依)

と
 

な
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
言
葉
を
た
て
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
言
語
の
所
依

(

い
わ
ば
指
示
対
象

)

と
な
 

る
も
の
が
、
依
他
起
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
遍
計
所
執
性
は
 

意
味
対
象(

が
実
体
視
さ
れ
た
も
の

)

と
い
え
よ
う
。

依
他
起
性
と
は
、
字
の
如
く
、
他
に
よ
っ
て
起
き
た
も
の
の
こ
と
で
、
 

す
な
わ
ち
縁
起
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
唯
識
で
い
え
ば
、
種
子

 

(

阿
頼
耶
識)
と
現
行(

七
転
識)

の
間
の
因
果
関
係
を
中
心
と
し
、
広
 

く
縁
起
の
世
界
の
中
に
生
起
し
て
く
る
八
識
及
び
諸
々
の
心
所
の
こ
と



で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
相
分•見
分
等
が
分
析
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
 

こ
の
八
識(

以
下
、
識
の
語
の
中
に
心
所
を
も
含
め
る

)

の
相
分•

見
分

 

等
が
所
依
と
な
っ
て
、
意
識
は
そ
れ
に
対
し
言
語
を
立
て
、
そ
こ
に
 

「

も
の」

等
を
執
す
る
。
そ
こ
に
遍
計
所
執
性
が
執
さ
れ
る
こ
と
に
な

 

る
の
で
あ
る
。

依
他
起
性
は
、
元
来
、
縁
起
の
世
界
故
に
、
無
自
性
で
あ
る
。
し
か
 

も
依
他
起
性
の
八
識
の
世
界
は
、
刹
那
滅

(

刹
那
刹
那
、
生
じ
て
は
滅
し
 

生
じ
て
は
滅し
し

て

い

る)

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
実

 

体
的
有
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
刹
那
滅
な
が
ら
相
続
す
る
現
象
界
と
 

で
も
い
う
べ
き
唯
識
の
世
界
に
、
た
と
え
ば
同

一

感
覚
の
連
続
的
生
起
 

と
い
っ
た
事
態
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
対
し
て
、
意
識
は
言
語
 

を
用
い
て
実
体
を
執
す
る
。こ
う

し

て

遍
計
所
執
性
が
生
み
出
さ
れ
る
。
 

そ
れ
は
、
実
体
な
き
現
象
界
に
実
体
を
執
す
る
と
い
う
、
正
に
顛
倒
し
 

た
認
識
の
世
界
で
あ
る
。

今
、
述
べ
た
事
情
は
、
必
ず
し
も

t
f
i

と
は
い
わ
な
いま
で

も
、
我
々
 

の
素

朴

な

認
識
の
構

図

に

お
い
て
も
、
あ
る程
度

考
え
ら
れ
ると
こ

ろ

 

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
我
々
の
五
感
は
、
視
覚
•聴
覚
•臭
覚
等
々
、
 

各
々
別
々
に
脳
に
発
生
し
て
い
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
各
々
、
瞬
間
、
 

瞬
間
、
必
ず
や
微
妙
に
変
化
し
、
決
し
て
同

1

の
も
の
で
は
な
い
で
あ
 

ろ
う
。
そ
う
し
た
各
別
の
変
化
し
つ
つ
あ
る
五
感
が
我
々
に
と
っ
て

ま

 

ず
は
直
接
的
な
世
界
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
、
我
々
は
一
 

つ
の
あ
る「

も
の」

を
認
識
す
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
意
識
が
五
 

感
を
統
合
して
の
こ

と

で

あ
ろ
う
し
、そ
こ

に
果
た
す
言
語
の
役
割
は
、

極
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
ろ
う
。

で
は
、
我
々
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る

「

も
の」

の
と
お
り
の
存
在
が
、

各
五
感
の
背
後
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
 

少
な
く
と
も
直
接
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
存
在
を

(

我
々
 

の
認
識
は
時
間
的

•

空
間
的
秩
序
を
有
し
て
い
る
が
故
に

)

推
&
|
に
よ
っ
て
 

認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

「

物
自
体」

と
し
て
ま
つ
た
く
え
た
い
の
 

知
れ
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
物
体
の
実
在
説
を
唱
え
る
立
場
は
、
お
お
む
ね
原
子
論
 

に
帰
着
す
る
が
、
果
た
し
て
実
体
と
し
て
の
原
子
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
 

今
日
の
物
理
学
で
も
問
題
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
物
質
的
な
世
 

界
に
関
し
、
我
々
に
と
っ
て
第
一
次
的
な
世
界
は
、
五
感
の
世
界
で
あ

I 

り
、
そ
れ
は
各
別
で
変
化
し
て
い
る
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
実
体
的
な
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も
の
は
存
在
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
々
は
、
そ
こ
に

「

も
の」

一
 

を
執
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

や
や
複
雑
に
な
る
が
、
実
は
唯
識
は
、
阿
賴
耶
識
の
所
縁

(

対
象) 

と
し
て
、
器
世
間
と
い
う
も
の

(

い
わ
ば
物
質
的
環
境
世
界

)

を
考
え
て

 

い
る
。
そ
れ
が
、
眼
識
等
の
感
覚
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
る
と
い
う
。
器
 

世
間
を
所
依
と
し
て
、
眼
識
は
自
ら
の
識
内
に
相
分
を
現
じ
る
の
で
あ

 

り
、
こ
の
場
合
、
器
世
間
を
本
質
、
眼
識
の
相
分
を
影
像
と
い
う
。
ま
 

た
順
に
眼
識
に
と
っ
て
の
麻
所
縁
縁

•

親
所
縁
縁
と
い
う
。

と
す
れ
ば
、
あ
た
か
も
外
界
の
存
在
を
認
め
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
 

し

か

し

そ
の
器
世
間も
、

阿
賴
耶
識
と

い

う

識
を
自
性
と
す
るも
の

で

 

あ
り
、
刹
那
滅
の
存
在
で
も
と
よ
り
実
体
で
は
あ
り
得
な
い
。

こ

う

し



て
、
決
し
て
唯
識
と
い
う
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
阿
頼
耶
識
の
所
縁

(

相
分.
対
象
面)

、
行

相
I

 

• 

£
l
w
 

と
も
に
不
可
知
と
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
辺
は
、
も
は
や
日
常
経
験
に
照
ら
し
あ
わ
せ
て
真
 

偽
を
確
か
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
を
瑜
伽
行
体
験
に
発
す
る
 

1

つ
の
表
現
と
う
け
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
な
ろ
う
。

さ
て
、
依
他
起
性
は
そ
の
よ
う
に
縁
起
の
も
の
故
に
無
自
性
で
あ
り
、
 

無
自
性
の
故
に
空
で
あ
る
。
こ
の
依
他
起
性
の
本
性
•
本
質
と
し
て
の
 

空
で
あ
る
あ
り
方
そ
の
も
の

=
空
性
は
、
ど
の
依
他
起
性
に
も
共
通
す

 

る
、
変
ら
な
い
性
質
で
あ
る
。
依
他
起
性
そ
の
も
の
は
、
八
識
の
世
界
 

で
あ
り
、
現
象
界
そ
の
も
の
と
し
て
、
刻
々
変
化
し
て
い
く
。
し
か
し
 

そ
こ
を
通
貫
す
る
変
ら
な
い
本
性
と
し
て
の
空
性
が
あ
る
。
そ
れ
を
分
 

節
し
て
、
円
成
実
性
と
い
う
。

円
成
実
性
と
は
、
す
で
に
完
成
し
た
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
決
 

し
て
修
行
の
結
果
、
新
た
に
産
み
出
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
は
な
く
、
 

も
と
よ
り
す
で
に
完
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
空
と
い
う
あ
り
方
は
一
 

切
の
現
象
に
即
し
て
、1

切
の
現
象
を
貫
い
て
、
も
と
よ
り
存
在
し
て
 

い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
空
と
い
う
あ
り
方
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
現
 

象
も
現
象
と
し
て
成
立
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
i

で
は
、
空
 

性
は
単
に
否
定
的•消
極
的
側
面
の
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
肯
定
的
• 

積
極
的
側
面
も
持
つ
。
そ
の
故
か
、
空
性
は
ま
た
、
真
如
•実
際
•
法
 

性

•法
界
等
々
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
同
義
語
で
あ
る
。
 

ち
な
み
に
、
真

如ta
t
h
a
t
a

の
意
味
は
、
そ
の
ま
ま
変
ら
な
い
も
の

を
意
味
す
る
。
円
成
実
性

•

真
如•

法
界
は
、
凡
夫
の
時
に
減
る
こ
と
 

も

な

く
、
覚
者
の
時
に
増
す
こ
とも
な

い

か
ら
で
あ

る

。

ア
ビ
ダ
ル
マ(

法
の
分
析)

で

は

、

変
化
し
な

い

存
在
を
無
為
法
と

 

い
う
。
ま
た
、現
象

の

本
性
を
、
理

と(

中

国

で)

い
っ
た
り
も
す
る
。

円
成
実
性
は
、
理で
あ

る

。

一
方
、
智

(

さ

と

り

の
智
慧)

は
、
唯
識

 

で
は
あ

く

ま

で

も
有
為
法
で
あ

る

。

し

た

が
っ
て
、
理
と
智と
は

必
ず
 

別
の
も

の

で

あ

る

。
如
来
蔵
思
想
で
は
、
空
性そ
の

も

の

が
智
そ

の

も
 

の

で

も
あ

る

と

い
う
、
理
智
丕
ー
の
毫に
立
つ
。
し

た

が

っ

て

、
我
々
 

の(

八
識
の)

本
性
そ

の

も

の

が
智
で

あ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る

。し
 

か
し
唯
識
で
は
、こ
の

意
味
で
の
心
性
本
浄
説
に
は
立
た
な
い
。
た
だ
、
 

本
性
が
空
であ
る

こ

と

の

み

を
心
性
本
浄
説
に
読
む
。

 

一

と
い
う
わ
け
で
、
依
他
起
性
と
円
成
実
性
は
、
切
り
離
せ
る
も
の
で

S3 

は
な
い
。
円
成
実
性
は
、
あ
く
ま
で
も
依
他
起
性
の
本
性
な
の
で
あ
っ
一

 

て
、
円
成
実
性
の
み
、
独
自
に
存
在
す
る
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
 

依
他
起
性
と
円
成
実
性
の
間
に
は
、不1

•
不

異
の
関
係
が
あ
る
と
さ
 

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
は
、
個
物
と

1

般
者
の
関
係
に
等
し
い
と
説

 

明
さ
れ
る
。
個
物
と
一
般
者
と
は
、
な
る
ほ
ど
、
ま
っ
た
く
別
と
は
い
 

え
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
同
じ
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
 

も
な
く
、
依
他
起
性
が
個
物
に
あ
た
り
、
円
成
実
性
は
一
般
者
に
あ
た
 

る
。
た
だ
し
、
円
成
実
性
は
あ
く
ま
で
も
空
性
で
あ
り
、

一
切
の
規
定
 

を
離
れ
て
い
る
。
決
し
て
有
の

1

般
者
で
は
あ
り
得
な
い
。
い
わ
ば
普
 

遍
の
方
向
に
普
遍
を
突
破
し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
無
の

1

般
者
と
い
っ
 

て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。



以
上
、
三
性
説
の
概
要
を
説
明
し
た
。
も
う

一

度
、
簡
単
に
ま
と
め
 

れ
ば
、
依
他
起
性
は
置
界
、
い
わ
ば
事
の
世
界
で
あ
り
、
遍
計
所
執
 

性
は
そ
の
上
に
言
語
を
通
し
て
実
体
と
執
し
た
も
の
、
円
成
実
性
は
現

 

象
界=

事
の
本
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
三
性
と
は
、
 

言
語-
事
1
実
性
 

と
い
う
三
層
の
構
造
に
お
い
て
、
世
界
を
見
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
 

の
中
、
依
他
起
性
と
円
成
実
性
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
あ
る
 

意
味
で
は
、「

超
個
の
個」

に
も
等
し
い
。
も
ち
ろ
ん
、
八
識
は
そ
の

 

ま
ま
個
な
の
で
あ
る
。
こ
の
、
本
来
、

「
超
個
の
個」

で
あ
る1

真
実

 

を
覆
い
、「

個」

を
、
あ
る
い
は「

超
個」
を
各
々
独
立
に
実
体
化
す

 

る
も
の
が
言
語
な
の
で
あ
ろ
う
。

唯
識
の
言
語
観

次
に
、
我
々
の
顛
倒
の
要
因
と
な
る
言
語
に
つ
い
て
、
唯
識
の
説
く
 

と

こ

ろ

を

見

て

お

こ

う

。

唯
識
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
、
言
語
を
、
名•句

•文
に
分
析
し
、
そ
 

の
い
ず
れ
も
心
不
相
応
行
法
の
中
に
入
れ
て
い
る
。
心
不
相
応
行
法
と
 

は
、
色
法
で
も
心
法
で
も
な
い
も
の

(

も
の
で
も
心
で
も
な
い
も
の

)

の
 

こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
唯
識
で
は
、
我
々
に
直
接
的
な
現
象

(

色
法. 

心
法)

の
上
に
仮
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

名

•句

•文
の
中
、
名
と
は
名
称
の
こ
と
で
、
い
わ
ば
単
語
に
あ
た
 

る
。
句
は
文
章
の
こ
と
で
あ
る
。
文
は
、
文
字
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
も 書

か
れ
た
文
字
の
こ
と
で
は
な
く
、
発
声
さ
れ
る
文
字
、
す
な
わ
ち
母

 

音
.
子
音
な
ど
の
音
素
を
意
味
す
る
。
古
来
、

「

名
詮
自
性
、
句
詮
差

 

別
、
文
即
是
字」

と
い
わ
れ
る
。
自
性
と
は
こ
の
場
合
、
あ

る

も
の
を
 

意
味
し
、
差
別
と
は
、
松
は
青
い
と
い
う
よ
う
な
、
主
語
を
述
語
で
限

 

定
す
る(

他
と
差
8|
す

る)

も
の
を
い
う
。

文
が
名
や
句
の
所
依
と
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
文
 

は
、
音
声
の
上
に
仮
に
立
て
ら
れ
る
も
の
の
、
決
し
て
音
声

(

色
法
の
 

I

つ)

そ.
の
も
の
で
は
な
い
。
パ
ス
で

「

あ」

と
い
っ
て
も
、

ソ
プ
ラ
 

ノ
で「

あ

」

と

い

っ

て
も

、「

あ

」

と
聞
く
の
は
、
音
声
を
聞
い
て
い

 

る
の
で
は
な
く
、
音
素
を
聞
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
音
 

素
と
は
、

一
体
、
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
結
局
、
他
の
音
素
 

と

の「

差
異」

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
、
音
素
 

に
対
し
て
、「

示
差
的
要
素
の
束」

で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
 

ど
こ
れ
は
、
も
の
で
も
心
で
も
な
い
も
の
に
違
い
な
い
。
言
語
の
拠
り
 

所
と
な
る
も
の
が
、
す
で
に
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
 

る
。一

方
、
世
界
の
認
識
に
関
し
て
、
最
も
基
本
と
な
る
も
の
は
、
名
で
 

あ
ろ
う
。あ
る

言
葉
の
意
味
は
、
文
章
の
中
で
、
あ
る
い
は
用
法

(us 

e
)

の
中
で
定
ま
る
も
の
だ
と
し
て
も
、

1

方
、
名
が
そ
れ
自
体
独
自

 

に
何
ら
か
意
味
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
文
章
を
構
成
す
る
こ
と
も
で

 

き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
言
葉

(

単
語
•名)

の
意
味
を
通
し
て
、
 

我
々
は
世
界
を
把
握
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
名
は
何
を
表
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
ィ
ン
ド
に
は
、
名
は
個
物
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を
表
わ
す
か一

般
者
を
表
わ
す
か
論
争
が
あ
っ
た
が
、
仏
教
で
は
、
名
 

は
個
物
に
は
届
き
え
な
い
と
す
る
。
あ
る
微
妙
独
特
の
特
定
の
青
い
色
 

に
対
し
、
紺
と
い
っ
て
も
群
青
と
い

っ

て
も
、
青
と
いっ

て
も
水
色
と
 

い
っ
て
も
、
そ
の
特
定
無
二
の
色
を
表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

•
っ◦

し
た
が
っ
て
、
名
は
一
般
者
を
表
わ
す
。
で
は

一

般
者
と
は
、
何
で
 

あ
ろ
う
か
。
あ
る
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
存
在
す
る

一

般
者
が
あ
っ
て
、
そ
れ
 

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
仏
教
で
は
、

一
般
者
の
実
在
を
認
め
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
 

か
、
陳

那(

世
親
以
後
の
唯
識
派
の
論
師
で
あ
り
、
仏
教
論
理
学
派
の
祖
と
 

い

わ

れ

る)

は
、
名
の
表
わ
す
一
般
者
は
、

「
他
の
？

(

ア
ニ

ャ

ア

ポ
I 

ハ)

と

い

う

意
味
を
も
つと
し

た

。

た

と

え

ば「

牛」

の
語
は
、「

非
 

牛
の
否
定」

を
表
わ
す
、「

馬

•象

•犬…
…

の

否
定」

を
意
味
す
る

 

と

い

う

。

あ
く
ま
で
も
、
対
佑
す
る
対
象
は
存
在
し
な
い
と

い

う

の

で

 

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
あ
る
言
葉
の
表
わ
す§

は
、
あ
ら
か
じ
め
ポ
ジ
テ
ィ
 

ヴ
に
存
在
し
て
い
る
も
の
に
対
応
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
語
と
の
関
 

係
に
お
い
て
そ
の
範
囲
が
定
ま
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

あ
る
国
語
の
体
系
に
あ
っ
て
、
色
名
に
、
紺
と
群
青
と
青
の
分
節
が
あ

 

れ
ば
、
そ
こ
で
群
青
の
領
域
の
意
味
が
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
紺
と
青

 

の
分
節
し
か
な
か
っ
た
ら
、
群
青
は
存
在
せ
ず
、
そ
の
一
部
は
紺
と
呼
 

ば
れ
、

一
部
は
青
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
同
じ
青
や
紺
の
語
で
も
、
 

今
の
両
国
語
に
よ
っ
て
表
わ
す
も
の
は
異
な
る
。
そ
の
よ
う
に
、
名

(

単
語)

は

「

他
の
否
定」

の
み
を
表
わ
す
と
い
う
の
が
、
唯
識
派
の
 

結
論
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
を
ア
ポ
ー
ハ
説
と
い
う
が
、
こ
の
理
論
に
も
難
点
が
な
い
わ
け
 

で
は
な
い
。
牛
が
、
馬
等
の
否
定
で
あ
る
と
き
、
そ
の
馬
は
と
い
え
ば
、
 

牛
等
の
否
定
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
否
定
対
象
が
確
定
さ
れ
え
ず
循
環
 

仏
珊
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
シ
ユ
ー
 

ル
も

、「

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
自
ら
の
内
容
に
よ
っ
て
ポ

 

ジ
テ
ィ
ヴ
に
定
義
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
体
系
の
他
の
諸
辞
項
と
の
間

 

に
保
つ
関
係
に
よ
っ
て
、
否
定
的

(

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ)

に
定
義
さ
れ
る
、
 

純
粋
に
示
差
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
、
概
念
の
も
つ
正
確
な
特
性
は
、
 

そ
れ
が
他
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る

」

等
と
い
っ
 

て
い
る
よ
う
に
、
ア
ポ
ー
ハ
説
は
言
語
の
特
性
を
鋭
く
衝
い
た
も
の
と
 

い
え
よ
う
。

こ
れ
ら
の
名
が
、
シ
ン
タ
ク
ス
の
法
理
に
よ
っ
て
組
み
合
わ
さ
れ
て
 

句
が
つ
く
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
意
味

(

命
題
の
内
容)

も
ま
た
、「

他
の
 

否
定」

に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
容
易
に
察
し
が
つ
 

く
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
文(

音
素)

は
示
差
的
要
素
の
束
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
く

 

名

も「

他
の
否
定」

を
表
わ
す
。
そ
の
名
の®
ロ
と
し
て
の
句(

文
章. 

命
§

も
ま
た
、「

他
の
否
定」

に
お
い
て
意
味
を
も
つ
。
と
す
れ
ば
、
 

お
よ
そ
言
語
に
は
、

「

差
異」

し
か
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

こ
う
し
た
、
個
物
的
世
界
に
比
し
て
は
虚
妄
な
言
語
を
通
し
て
、
そ
の
 

言
語
に
対
芯
す
る
諸
存
在
の
実
在
を
我
々
は
意
識
的
•
無
意
識
的
に
認
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め
て
し

ま

う

。

実
：

i
t
s

対
象
の
存
在
を
認
め
、
そ
れ
に
執
著
し
て
苦
し
 

む
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
性
説
で
い
え
ば
、
依
他
起
性
の
世
界
に
対
 

し
、
遍
計
所
執
性
を
認
め
て
、
そ
の
依
他
起
性
の
実
相
を
覆
い
か
く
し

 

て
し
ま
い
、
遍
計
所
執
性
に
ひ
き
ず
り
回
さ
れ
て
_

の
自
己
を
見
失
 

う
の
で
あ
る
。

こ

の

遍
計
所
執性
の

産
出
過
程
を
、r

摂
大
乗
論j

は

次

の

よ

う

に

 

述
べ
て
い
る
。

名
を
縁
じ
、
依
他
起
性
に
対
し
、
そ
の
相
を
取
り
、
見
に
よ
っ
て
 

そ
れ
に
執
着
し
、
尋
に
よ
っ
て
発
語
し
、
見•聞

•覚
•
智
の
四
種
 

言
説
に
よ
っ
て
言
説
を
た
て
、
存
在
し
な
い
対
#
^
有
る
と
増
益
す
 

る
こ

と

に

よ

っ
て
、
遍
計
執
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
依
他
起
性
の
八
識
の
相
分•見
分
等
に
対
し
、
ま
ず
能
 

遍
計
の
意
識
が
、
名
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

|
つ
の
相(nimiu 

a
)

を
取
り
、
そ
の
相
に
対
応
す
る
も
の
が
あ

る

と

す
る
見
解
に
よ
っ

 

て
執
著
し
、
そ
れ
に
対
し
さ
ら
に
種
々
の
言
語
表
現
を
行
う
中
で
、
た
 

と
え
ば
私
は
そ
れ
を
見
た
と
い
う
よ
う
な
文
を
発
す
る
中
で
、
他
者
と
 

の
コ

ミ

ュ

ニ

ケ
ー
シ
ョ

ン

に

入
る
中
、
主
丨
客
ニ
元
分
裂
は
定
着
し
、
 

こ
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
_

存
在
し
な
い
も
の

(
a
r
t
h
a
)

の
存
 

在
を
認
め
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
こ
に
、
実
体
的
対
象
が
あ
た
か
も
存

 

在
す
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
を
錯
覚
と
は
思
わ
 

な
い
と
い
う
事
態
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
言
語
を
た
て
る
拠
り
所•所
依
は
、
依
他
起
性
で
あ
っ
 

た
。
そ
れ
は
、
刹
那
減
で
あ
り
、
縁
起
の
世
界
で
、
全
く
実
®

存
在 で

は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
そ
の
八
識
の
相
分

•

見
分
等
の
相
続
が
言
 

語
の
所
依
と
な
る
。
そ
の®<0

、

や
は
り
、
そ
こ
に
は
言
語
の
所
依
に
 

ふ
さ
わ
し
い
あ
る
形
が
現
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
正

に

言

語

の

と

 

な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
そ
こ
は
ま
っ
た
く
混
池
と
い
う
 

よ
り
は
、
何
ら
か
の
言
語
的
^
®
に
対
応
し
た
あ
り
方
を
す
で
に
も
っ
 

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
言
語
の
 

所
依
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
れ
は
ど
こ
か
ら1

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
唯
識
の
観

 

察
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
が
依
他
起
性
に
対
し
、
遍
計
所
執
性
 

を
執
す
る
こ
と
が
、
将
来
の
依
他
起
性
の
生
起
を
、
そ
の
遍
計
所
執
性
 

に
対
応
し
た
あ
り
方
に
お
い
て
実
現
さ
せ
る
と
い
う
。

こ
の
こ
と
を
説
く
も
の
を

『

成
唯
識
論』

か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
。
 

我
法
分
別
熏
習
カ
故
、
讓

生

時

、
変
似
f

 
o
此
我
法
相
、
雖
 

在
内
識
、
而
由
分
別
、
似
外
境
相
現
。
諸
有
情
類
、
無
始
時
来
、
 

縁
此
執
為
実
我
実
法
。

遍
計
所
執
性
を
依
他
起
性
に
対
し
て
執
す
る
こ
と
が
、
阿
頼
耶
識
へ
 

の
熏
習
を
通
し
て
、
そ
の
依
他
起
性
の
世
界
を
遍
計
所
執
性
に
対
応
す
 

る
あ
り
方
に
変
え
て
い
く
。
そ
こ
で
ま
す
ま
す
遍
計
所
執
性
を
執
す
る
 

こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
換
言
裏
ば
、
我
々
が
、
豪
に
よ
っ

 

て
言
語
を
通
じ
実
体
：

象
を
認
め
、
執
す
る
、
そ
の
こ
と
が
、
そ
の
 

所
依
と
な
っ
て
い
る
眼
識
等
に
影
響
を
与
え
て
、
後
に
眼
識
等
を
そ
の
 

対
象
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
り
方
に
お
い
て
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
に
な

 

る
。
た
と
え
ば
赤
子
は
、
お
そ
ら
く
初
め
は
混
沌
の
中
に
住
ん
で
い
て
、



言
語
を
習
得
し
て
い
く
う
ち
に
、
世

界

(

感
覚.
知
覚)

そ
の
も
の
が

 

分
節
化
さ
れ
、
秩
序
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
態
に
関
連
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
唯
識
に
は
、
名
言
熏
 

習
と
か
名
言
種
子
と
か
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
の
名
言
種
子
と
は
、
業
 

種
子
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
業
種
子
と
い
う
の
は
、
七
転
識
が
阿
頼

 

耶
識
に
種
子
を
熏
習
す
る
と
き
の
、
そ
の
里
径
•悪
性
の
こ
と
で
あ
る
。
 

こ
こ
で
善
と
い
う
の
は
、
生
死
輪
廻
の
中
で
楽
の
果
を
も
た
ら
し

(

具
 

体

的
に
は
神
々
の
世
界
に
生
ま
れ
た
り
、
解
脱
し
た
り
す
る

こ

と)

、

悪
と
い
 

う
の
は
苦
の
果
を
も
た
ら
す

(
具
体
的
に
は
地
獄.
餓
鬼•

畜
生
等
の
世
 

界
に
生
ま
れ
る
こ
と

)

も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
楽
果
や
苦
果
は
、
も
は
 

や
因
の
よ
う
に
善
で
も
悪
で
も
な
く
、
無
記
で
あ
る
。
そ
こ
で
果
は
因
 

と
性
質
が
異
な
っ
て
熟
す
る
と
い
う
の
で
、
異
熟
と
い
う
。
そ
の
業
果

 

に
か
か
わ
る
も
の
が
、
業
種
子
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
名
言
種
子
と
は
、
要
す
る
に
、
七
転
識
の
、
そ
の
各
 

識
自
身
の
種
子
の
こ
と
で
あ
る
。
元
来
、
名
言
、
言
語
を
あ
や
つ
る
の
 

は
、
意
識
で
あ
ろ
う
。
前
五
識

(

五
感)

の
地
平
に
は
、
言
語
は
存
在

 

し

な

い

と

考
え
ら
れ
る
。し
か

し

そ
れ
ら
も
含
め
て
、
七
識
す
べ
て
の
 

そ
の
識
自
身
の
種
子
を
名
言
種
子
と
呼
ぶ
の
は
、
眼
識
等
の
熏
習
丨
種
 

子
も
、
意
識
の
言
語
活
動
に
主
導
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
見
 

方
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

我

々

が
リ

ン

ゴ

を

認
識
す

る

と

き

、
眼
識
に
は
赤
い
色
が
見
え
、
鼻
 

識
に
は
甘
酸
っ
ぱ
い
香
り
が
知
ら
れ
、
身
識
に
は
な

め

ら

か
な
触
感
が
 

あ

ら

わ

れ

て
い
る
。
そ

の

各
々
別
々
の
識
の
感
覚
等
が
、
意
識
の

「

リ

ン
ゴ」

と

い

う

把
握
に
主
導
さ
れ
て
、
リ
ン
ゴ
の
認
識
が
な
さ
れ
る
。
 

こ

の

と

き
、
五
感
等
の
義
も
、
意
識
に
主
導
さ
れ
つ
つ
、
各
々
の
熏
 

習
を
行
う
。
こ
の
辺
の
事
情
が
、
名
言
熏
習
•
名
言
種
子
の
術
語
を
も
 

た

ら

し

た

の
だ

と

お

も

わ

れ

る

。

こ
う
し
て
、
い
わ
ば
、
言
語
が
存
在
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
面
す
 

ら
あ

る

。

し
か
し
、
存
在
が
言
語
に
反
映
す
る

局
面
も
な
い
わ
け
で
は
 

な
い
で
あ
ろ
う
。で
は

、

言
語
と
存
在
の
始
源
は
、
ど
の
よ
う
に
な
る
 

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
辺
は
も
は
や
杳
と
し
て
知
ら
れ
ず
、
無
始
来
、
と
 

い
う
の
み

で

あ

る

。

た

だ

、少
な
く
と
も唯

識

(

仏
教)

で

は

、

言
語
 

の
先
験
的
実
在
を
認
め
な
い
。
そ
し
て
言
語
は
人
々
の
契
約
に
よ
っ
て

 

成
立
す
る
と
見
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
始
源
は
、
無
始
と
い
う
し
か
な
 

い
の
で
あ
る
。

以
上
、
本
来
、
現
象
界
で
し
か
存
在
し
な
い
の

に

、

そ

こ

に
対
し
て
 

た
か
だ
か「

他
の
否
定」

と

し

て

の

名
を
適
用
する
こ

と

に

よ

っ

て

、
 

実
体
的
対
象
の
存
在
を
認
め
、こ
れ

に

執
し
て
し

ま

う

と

い

う

、唯
識
 

の
説
く
顛
倒
妄
想
の
構
造
を
見
て
き
た
。

ふ
つ
う
我

々

は
、
言
葉
ど
お
り
に
も
の
が
あ
り
、
世
界
が
あ
る
と
考

 

え
る
。
そ
の
虚
妄
性
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
の
も
ま
た
、
実
は
経
論
と
 

い
う
言
語
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
語
の
虚
妄
性
を
指
摘
す
る
言
語

 

と
し
て
、
日
常
言
語
を
超
え
る
体
系
を
具
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
唯
識
 

で
は
、
そ
れ
ら
を「

法
界
等
流」

と
呼
ん
で
い
る
。
真
理
の
世
界
か
ら
 

の
自
己
表
現
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ
れ
が
あ
る
お
蔭
で
、
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曰
常
の
迷
妄
を
超
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

依
他
起
性
へ
の
一
視
点

 

一
般
に
、
仏
教
で
は
、
自
我
へ
の
し
が
み
つ
き
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
 

解
脱
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
い
を
得
る
も
の
と
考
え
ら

 

れ
る
。
そ
の
解
脱
の
境
地
は
、
涅
槃
と
い
わ
れ
る
。
特
に
部
派
仏
教
で
 

は
、
®

を
滅
尽
し
て
、
阿
羅
漢

(

無
学)

に
な
り
、
灰
身
滅
智
と
も

 

表
現
さ
れ
る
無
余
依
涅
槃
に
入
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
よ
う
な
教

 

義
を
説
い
た
。

し
か
し
大
乗
仏
教
で
は
、
自
我
へ
の
し
が
み
つ
き
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
 

自
由
な
主
体
を
実
現
す
る
とこ
ろ

に

救
い
を
見
、
こ

の

自
由
な
主
体
の
 

実
現
は
、
実
は
自
我
の
み
で
な
く
も
の

(

法)
へ
の
し
が
み
つ
き
を
も

 

完
全
に
払
拭
し
た
と
き
実
現
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
た
め
、
我
の
空
の
 

み
で
な
く
、
法
の
空
を
も
説
い
た
。
否
、
真
正
の
悟
り
の
智
慧
に
よ
っ
 

て
、
我
の
空
の
み
で
な
く
法
の
空
を
も
見
た
が
故
に
、
か
え
っ
て
現
象

 

界
に
自
由
に
出
入
り
し
得
る
主
体
の
実
現
が
成
就
し
、
ま
た

こ

の

こ
と
 

こ

そ

大
乗
仏
教
の
課
題
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
 

こ

う

し

て

、
大
乗
仏
教
で
は
、
単
な
る
涅
槃
で
は
な
く
、

「

無
住
処
涅

 

樂」

と
い
う
涅
槃
を
も
説
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ

の

こ

と

を
三
性
説
に
よ

っ

て
表
現
す
る

な

ら

ば
、
円
成
実
性
が
最
 

も
大
事
な
の
で
は
な
く
、
依
他
起
性
こ
そ
が
常
に
中
心
で

あ

る

と

い
う
 

こ

と

で

あ
る
。
我
々
の
実
存
は
、ど
こ

ま

で

も
依
他
起
性
を
離
れ
な
い
 

の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
た
と
え
ば

『

摂
大
乗
論』

に
は
、
次
の
よ
ぅ
 

に
あ
る
。

諸
菩_

の(

煩
悩
の)

断
果
は
、
無
住
処
涅
槃
で
あ
る
。
そ
の
特

 

徴
は
、
雑
染
を
捨
て
る
も
生
死
を
捨
て
な
い
所
依
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
 

つ
ま
り
転
依
で
あ
る
。
そ
の
中
、
生
死
と
は
、
雑
染
分
に
属
す
る
依

 

他
起
性
で
あ
る
。
涅
槃
と
は
、
清
浄
分
に
属
す
る
そ
れ
で
あ
る
。
所
 

依
と
は
、I

一
分
に
属
す
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
依
他
起
性
で
あ
る
。
転
 

じ
る
と
は
、
そ
の
依
他
起
性
が
、
対
治
が
生
じ
て
、
雑
染
分
を
止
め
、
 

か
つ
清
浄
分
とな
る

こ

と

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
煩
悩
を
断
じ
た
果
は
、
無
住
処
涅
樂
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
 

転
依
の
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
転
依
の
依
と
は
、
二
分
を
具
え
る
依
他
 

起
性
で
あ
る
。
我
々
は
、
依
他
起
性
の
上
に
遍
計
所
執
性
を
執
す
る
も
、
 

依
他
起
性
の
中
に(

そ
の
実
性
と
し
て

)

円
成
実
性
が
あ
る
。

一
般
に
 

依
他
起
性
は
、
常
に
二
分
を
離
れ
な
い
。
そ
の
依
他
起
性
が
清
浄
分
の
 

み
と
な
っ
た
と
こ
ろ
が
転
依

=

無
住
処
涅
槃
で
あ
る
。
決
し
て
円
成
実

 

性
の
み
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
依
他
起
性
が
清
浄

 

分
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
、
究
極
の
果
の

I

つ
に
な
の
で
あ
る
。

元
来
、
転
依
の
依
は
、
個

体

(

た
と
え
ば
、
六
処

=

眼.
耳.
舌.
身. 

意
)

の

こ

と

で
あ
っ
た
。
こ

の

個
体
は
、
唯
識
の
教
義
の
中
で
は
、
当
 

然
、
八

識(

及
び
諸
心
所)

と
い
ぅ
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
依
他
起

 

性
で
あ
る
。
人
々
唯
識
で
、
人
々
八
識
で
、
各
々
そ
の
八
識

=

依
他
起
 

性
が
所
依
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
転
じ
る
と
は
、
そ
れ
の
上
に
執
さ
 

れ
て
い
た
遍
計
所
執
性
が
消
滅
し
て
、
そ
の
中
に
存
在
し
て
い
た
円
成

一  70 —



実
性
が
自
覚
的
に
顕
わ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
依
 

他
起
性
に
お
い
て
実
現
す
る
の
で
あ
っ
て
、
と

い

う

こ
と
は
、
実
は
、
 

八
識
と
し
て
の
依
他
起
性
が
、
智
と
し
て
の
依
他
起
性
に
な
る
こ
と
で

 

あ
る
。
く
ど
い
よ
う
だ
が
、
依
他
起
性
的
な
あ
り
方
が
な
く
な
っ
て
円

 

成
実
性
に
な
る
の
で
は
な
く
、
依
他
起
性
の
内
容
が
智
と
な
っ
て
、
そ
 

こ
に
円
成
実
性
が
自
覚
さ
れ
つ
つ
、
あ
く
ま
で
も
現
象
界
に
働
き
つ
づ
 

け
る
、
と

い

う

こ
と
で
あ
る
。
如
来
蔵
思
想
の
立
場
と
異
な
っ
て
、
唯
 

識
で
は
智
は
ど
こ
ま
で
も
無
為
法
と
区
別
さ
れ
た
有
為
法
で
あ
り
、
す
 

な
わ
ち
無
漏
有
為
で
あ
る
。

こ
の
、
識
が
智
に
変
わ
る
こ
と
を
、
転
識
得
智
と

い

う

。

智
に
は
、
 

四
種
類
あ

る

。

大
円
鏡
智•

平
等
性
智•
妙

観
察
智•

成
所
作
智
の
四
 

智
で

あ

る

。

阿
頼
耶
識
が
転
じ
る
と
、
大
円
鏡
智
と
な
る
。
大
き
い
円
い
鏡
の
よ
 

う
な
智
の
こ
と
で
、

一
切
の
森
羅
を
映
し
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

末
那
識
が
転
じ
る
と
、
平
等
性
智
と
な
る
。
自
他
の
平
等
性

(

i

) 

を
如
実
に
知
る
智
で
あ
り
、
利
他
的
活
動•大
悲
の
源
泉
で
あ
る
。

意
識
が
転
じ
る
と
、
妙
観
察
智
と
な
る
。
こ
れ
は
、
現
象
界
の
諸
構
 

造

(

特
殊
と
普
遍)

を
的
確
に
解
明
し
て
い
く
智
と
い
え
よ
う
。

前
五
識(

眼
識
•耳
識
•鼻
識.
舌
識
•身
識)

が
転
じ
る
と
、
成
所

 

作
智
と
な
る
。
成
所
作
智
と
い
う
の
は
、
所
作
つ
ま
り
作
す
べ
き
所

 

(

具
体
的
に
は
修
行
を
始
め
る
当
初
、
本
願
に
誓
っ
た
こ
と

)

を
成
就
し
て
い
 

く
智
で
あ
る
。I

般
の
人
々
の
五
感
に
、
仏
の
姿
等
を
現
じ
て
、
仏
道
 

に
引
導
し
て
い
く
智
慧
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
唯
識
で
は
、
無
始
よ
り
無
終
に
至
る
ま
で
、
八
識
か
ら
 

四
智
へ
と
い
う
形
で
、
依
他
起
性

(

有
為
法)

の
あ
り
方
を
離
れ
な
い
。
 

修
行
が
完
成
し
て
も
、
固
定
的•静
止
的
な
涅
槃
に
入
る
の
で
は
な
く
、
 

永
遠
に
現
象
界
に
活
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も

そ

こ

に

涅
槃
を
見
 

出
だ
す
、
無
住
処
涅
槃
と
い
う
涅
槃
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

と

い

う

こ

と

は

、

大

乗

仏

教

で

は

、

ど

こ

ま

で

も

個

を

離

れ

る

こ

と

 

な

く

、

し

か

も
そ
の
個

は

依
他
起
性

と

し

て

ど

こ

ま

で

も縁
起
の
中

に

 

あ

る

、

と

い

う

こ

と

で

あ

ろ

う

。前
に
、
円
成
実
成
と
依
他
起
成
を
、

「

超
個
の
個」

に
並
行
さ
せ
て
み
た
。
そ
の
場
合
、
円
成
実
性
は
普
遍

 

の
方
向
に
普
遍
を
突
破
し
た
も
の
と
し
て
、
無
の
一
般
者
と
考
え
ら
れ

 

る
と
み
て
い
た
。
こ
れ
に対
し

、

依
他
起
性
は
、
個
な
の
で
あ
っ
た
が
、
一
 

そ
れ
も
縁
起
の
中
の
個
を
意
味
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
個
が
無
を
場
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所
と
し

、

あ

る

い

は
縁
起
的
存
在
であ
る

こ

と

を
自
覚
し
つ
つ
、
活

動
一
 

し
て
や
ま
な
い
。
こ
れ
が
、
我
々
が
言
語
を
通
し
て
の
我
•
法
へ
の
し
 

が
み
つ
き
を
離
れ
た
と
き
実
現
す
る
主
体
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
縁
起
的
個(

依
他
起
性
と
し
て
の
自
己

)

の
自
覚
と
実
現
に
こ
そ
、
 

唯
識
の
説
く「

東
洋
的
個」

の
姿
が
あ
ろ
う
。

翻
っ
て
、
縁
起
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
の
思
想
の
中
核
を
な
す
も
の
 

で
あ
る
。|

般
に
は
、
釈
尊
は
縁
起
を
覚
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
私
は
、
 

そ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
縁
起
が
釈
 

尊
の
覚

り

と

密
着
し
た
も
の
であ
っ

た

こ

と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
釈
 

尊
の
覚
り
に
か
か
わ
る
縁
起
は
、
特
に
十
二
縁
起
と
い
う
、
惑
•業
.



苦
の
連
環
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

「

こ
れ
あ
る
が
故
に
か
れ

 

あ

り

、

こ

れ
生
じ
る
が
故
に
か
れ
生
ず

」

と
い
う
縁
起
の
論
理
は
、
広
 

く I

切
の
存
在
ま
で
適
用
さ
れ
て
い
く
。
縁
起
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
 

が
世
に
出
よ
う
が
出
ま
い
が
変
わ
ら
な
い
真
理
な
の
で
あ
り
、
縁
起
を
 

見
る
者
は
法
を
見
、
仏
を
見
る
と
も
い
わ
れ
た
。
依
他
起
性
は
、
そ
の
 

縁
起
の
思
想
を
正
し
く
う
け
つ
い
で
い
る
。
逆
に
唯
識
は
、
自
己
の
実

 

現
を
縁
起
の
中
に
見
出
し
、
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
無
 

始
来
、
無
終
に
い
た
る
ま
で
、
放
棄
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で

 

あ

る

。

と
こ
ろ
で
、
こ
の「

縁
起
的
個」

こ
そ
、
い
わ
ば「

場
所
的
個」

に
 

他
な
ら
な
い
の
と
私
は
考
え
て
い
る
。
仏
教
の
縁
起
は
、
西
田
哲
学
に
 

お
い
て
、
場
所
に
こ
そ
爽
比
較
思
想
¥
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
の
で
 

あ
る
。

前
に
、
円
成
実
性
と
依
他
起
性
と
の
分
節
を
、
超
個
の
個
に
配
当
し
 

て
み
た
。
そ
の
場
合
、
円
成
実
性
は
普
遍
の
方
向
に
普
遍
を
突
破
し
た

 

も

の

と

し
て
、
絶
対
無
の
立
場
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し1

般
に
場
所
と
は
、
具
体
的
な
場
所
も
ま
た
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
場
所
と
言
う
と
、
あ
る
も
の
が
そ
こ
に
お
か
れ
る
場
所

 

と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
あ
る
も
の
を
包
む
空
間
的
な
広
が
り
を
ィ
メ
ー

 

ジ
す
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

|

本
の
木
の
植
わ
っ
て
 

い
る
大
地
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
西
田
の
場
所
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
決
し
て
そ
れ
だ
 

け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
関
係
の
世
界
と
も
い
い
う
る
の
で
は
な い

か
と
思
う
。

西
田
は
、
普
遍
よ
り
は
個
物
を
重
視
し
た
と
思
う
。
哲
学
の
中
に
は
、
 

プ

ラ

ト

ン

の
よ
う
に
、
普
遍
の
方
向
に
実
在
を
見
い
だ
す
も
の
が
あ
る
。
 

し
か
し
そ
れ
だ
と
、
い
く
ら
普
遍
を
限
定
し
て
い
っ
て
も
、
個
物
は
出
 

て
こ
ず
、
何
ら
か
普
遍
の
要
素
が
残
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
ア
リ

ス

ト

 

テ
レ
ス
は
、
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
の

1

を
 

考
え
た
。
西
田
は
さ
ら
に
、
自
ら
自
ら
の
あ
り
よ
う
を
決
定
す
る
も
の

 

こ
そ
、
真
の
個
物
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

西
田
は
、
全
く
単
独
の
個
物
は
、
意
味
が
な
い
し
無
と
同
然
だ
と
す
 

る
。
も
の
が「

有
る」

の
は
、
何
ら
か
の
関
係
の
中
に
あ
っ
て
初
め
て

 

「

有
る」

の
で
あ
る
。

一
本
の
木
が
広
大
な
大
地
に
植
わ
っ
て
い
る
だ

 

け
で
は
、
そ
の
一
本
の
木
の
存
在
の
意
味
が
あ
ま
り
な
い
。
庭
石
や
、
 

芝
生
や
、
他
の
諸
々
の
立
木
と
の
関
係
の
中
に
入
っ
て
こ
そ
、
か
え
っ
 

て
そ
の
も
の
の
独
自
の
存
在
を
主
張
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
、
個
物
は
、
他
と
関
係
し
て
初
め
て
存
在
す
る
と
い
い
 

得
る
。
個
は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
。
し
か
し
実
は
こ
の
こ
と
は
、
個
 

物
が
個
物
の
あ
り
方
を
否
定
し
て
、

1

般
に
入
る
こ
と
、
自
ら

I

般
化
 

す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

(

個
物
の)

否
定
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

1
方
、一

般
者
が
、
何
ら
か
基
本
的
な
有
で
あ
る
な
ら
ば
、
個
物
と
 

い
う
も
の
が
成
立
し
な
い
。
個
物
が
成
立
す
る
と
は
、

|

般
者
が
自
ら
 

を
否
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
、
否
定
を
媒
介
と
し
た
、
あ
る
い
は
絶
対
無
を
ふ
ま
え
て

 

の
個
物
と
個
物
と
が
関
係
す
る
世
界
が
、
西
田
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
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お
り
、
こ

の

関
係
す
る
多
個
の
世
界
こ
そ
、あ
る

個
に
と
つ
て
の
具
体

 

的
な
場
所
で
あ
ろ
う
。
あ
た
か
も
、
あ

る

木
に
と
っ
て
の
具
体
的
な
場

 

所
は
、
庭
石
や
芝
生
や
立
木
の
配
置
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

一
言
で
い
 

え
ば
、
関
係
で
あ
る
。

な
お
こ
の
関
係
は
、
静
止
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
個
物
 

と
個
物
の
関
係
と
し
て
の
場
所
は
、
各
々
の
個
物
の
主
体
性
の
発
揮
に

 

よ
っ
て
、
刻
一
刻
、
ダ
ィ
ナ
ミ
ッ
ク
に
動
い
て
い
く
。
そ
こ
が
、
弁
証
 

法
的
一
般
者
と
い
わ
れ
た
り
、
歴
史
的
実
在
と
い
わ
れ
た
り
、
創
造
的
 

世
界
と
い
わ
れ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
関
係
と
し
て
の
場
を
、
仏
教
的
に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
縁
起
と
 

い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
。
唯
識
で
は
、
三
性
説
で
い
え
ば
、
依
他
起

 

性
が
中
軸
で
あ
り
、
そ
こ
に
個
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
縁
起
的
個
 

は
、
場
所
的
個
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
と
西
田
哲
学

 

で
は
、
仏
教
と
西
田
哲
学
と
の
間
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る

べ

 

き

も

の

で

あ

ろ

う

か

。本
来
こ

の

問
題
は
、
か

な

り

多
岐
に
わ

た

る

問
 

題

で

あ

り

、
到
底
私
の
よ
く論
じ

う

る

と

こ

ろ

で

は

な

い

。

今

は

、縁
 

起
の
思
想
と
場
所
の
哲
学
に
焦
点
を
あ

て

つ
つ
感
想
め
い
た
も
の
を
記
 

し
、
今
後
の
研
究
の
一
資
助と
し

て

お
き
た
い
。

縁
起
と
い
う
こ
と
を
、
仏
教
は
可
能
な
限
り
詳
し
く
研
究
し
て
き
た
。
 

部
派
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
は
、
六
因
.
四
縁
•
五
果
が
分
析
さ
れ
、
 

大
乗
に
お
い
て
も
、
唯
識
で
は
阿®e

f
i
l

を
f

、
i

で
は
重
々

無
尽
の
法
界
縁
起
を
説
い
た
。

こ

う

し

た
中
、
縁
起
と
い
う
と
各
々
の
自
体
が
、
他
に
依
っ
て
規
定
 

さ
れ
、
支
援
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
側
面
ば
か
り
が
ど
う
し
て

 

も
強
調
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
縁
起

(prath 

ya-samutpada)

と
い
う
語
が
、「

縁
り
て
起
き
る
こ
と

」

を
意
味
し
 

て
お
り
、
い
わ
ば
関
係
的
被
規
定
性
の
み
を
表
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
 

関
係
的
規
定
性
、

つ
ま
り
自
ら
-

と
な
っ
て1

を
裁
ち
直
し
、
作
っ
 

て
い
く
側
面
が
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
依
他
起
性

 

の
語
は
、
正
に
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
西
田
の
個
は
、
自
ら
自
ら
の
あ
り
よ
う
を
決
定
す

る

 

個
で
あ

る

。

そ
の
こ
と
は
、自
ら

関
係
す
る
多
個
の
あ
り
よ
う
、

一
般
 

者

を

規
定
し
て
い

く

こ

と

で
あ
る
。
そ
こ
が
実
は
、
世
界
が
世
界
自
身
 

を
形
成
す
るこ
と

で

も
あ
る
。
こ

こ

に

作
ら
れ
て
作
る
、
創
造
的
世
界
 

の
創
造
的
要
素
が
あ
る
。

こ
の
創
造
作
用
は
、
ひ
た
す
ら
場
所

(

関
係)

に
自
ら
を
照
ら
す
こ

 

と
に
お
い
て
成
就
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
自
我
を
空
し
く
し
て
、
ひ
た
す
 

ら
場
所
に
自
己
を
聞
く
と
き
、
自

ら

自
ら
を
決
定
す
る
判
断
も
可
能
と

 

な
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
場
所
的
個
に
は
、
そ
の
よ
う
な
主
体
性
が
実
 

現
す
る
。

そ
う
い
う
創
造
的
主
：
^

は
、
仏
教
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
 

れ
よ
う
か
。
縁
起
の
思
想
に
は
、
主
体
性
の
問
題
は
、
考
え
ら
れ
な
い
 

の
で
あ
ろ
う
か
。

唯
識
は
、
心
王•

心
所
の
ダ
ル
マ
の
分
析
を
行
う
の
で
あ
っ
た
。
そ 一  73 —



の
中
、
い
わ
ゆ
る
意
志
に
相
当
す
る
も
の
は
、
思
の
心
所
で
あ
る
と
い
 

わ
れ
る
。
こ
の
思
の
心
所
は
、
し
か
し
そ
れ
自
身
ダ
ル
マ
と
し
て
、
縁
 

起
の
中
で
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
あ
る
個
か
何
を
志
向

 

す
る
か
も
縁
起
次
第
と
な
り
か
ね
な
い
。
果
た
し
て
依
他
起
性
に
、
自
 

由
意
志
は
あ
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

唯
識
で
は
、
個
の
実
現
は
単
な
る
涅
槃
に
入
る
こ
と
で
は
な
く
、
八
 

識
が
四
智
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
四
智
と
し
て
の
個
自
体
、
他
 

の
多
個
と
の
関
係
を
離
れ
る
も
の
で
は
到
底
あ
り
え
な
い
。
し
か
も
、
 

自
他
平
等
性
を
証
し
、
世
界
を
的
確
に
分
析
し
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
個
 

に
働
き
か
け
て
い
く
。
そ
れ
は
、
変
化
身
の
提
示
の
場
合
も
あ
れ
ば
、
 

説
法
、
す
な
わ
ち
日
常
言
語
体
系
を
震
動
さ
せ

I

時
解
体
さ
せ
る
言
語
 

の
説
示
の
場
合
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
自
己
を
自
ら
決
定
し
、
関
係
を
自
ら
裁
ち
直
し
 

て
い
け
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ら
も
浄
分
の
依
他
と
し
て
、
な
お
縁
起
の
中
に
あ
る
と
い
い
う

 

る
し
、
し
か
し
よ
り
自
発
的
な
主
体
性
が
修
行
を
経
て
成
就
し
て
い
よ

こ
こ
で
、
少
し
唯
識
の
修
道
の
階
程
に
つ
い
て
、
見
て
お
き
た
い
。
 

初
め
に
、
当
然
、
準
備
段
階
が
ぁ
り
、
そ
の
後
、
十
住
•十
行
•
十
廻
 

向

•十
地
の
四
十
の
段
階
の
修
行
を
経
て
、
仏
に
な
る
と
い
ぅ
。
い
ぅ
 

ま
で
も
な
く
、
こ
の
間
、
長
遠
な
時
間

(

三
阿
僧
祗
劫)

か
か
る
と

い

十
住
の
初
を
、
初
発
心
住
と
い
う
。
初
め
て
菩
提
心
を
起
こ
し
た
と
 

こ
ろ
で
あ
る
。
以
下
、
十
住•十
行.
十
廻
向
と
進
ん
で
、
十
地
の
初
 

地
に
入
る
と
き
、
無
分
別
智
を
発
し
て
真
如
を
証
す
。

一
つ
の
決
定
的
 

な
悟
り
を
開
く
わ
け
で
あ
る
。こ
の

と

き
、
末
那
識
は
平
等
性
智
を
、
 

意
識
は
妙
観
察
智
を
開
く
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
で
、
そ
の
個
の
全
体
の
問
題
が
解
決
し
た
わ
け

 

で
は
な
い
。
煩
悩
の
種
子
は
阿
頼
耶
識
に
巣
く
っ
て
お
り
、
な
お
修
行
 

が
要
請
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
十
地
の
修
行
を
経
て
、
よ
う
や
く
、
仏
に
 

な
る
。
こ
の
と
き
、
阿
頼
耶
識
は
大
円
鏡
智
に
、
前
五
識
は
成
所
作
智
 

に
な
る
の
で
あ
る
。

十
地
の
修
行
の
間
、
第
七
地
と
第
八
地
の
間
に
、

一
つ
の
境
界
が
あ

I 

る
。
第
八
地
以
降
は
、
自
然

に

(

は
か
ら
わ
ずと
も)

利
他
的
な
行
動
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が
な
さ

れ

る

と
い
う
。
第
七
識
の
我
執
が
、ま
っ

た

く

払

拭

さ

れ

て

し一
 

ま

う

の
で
あ

る

。

ま
た
、
生
死
輪
廻
にお
い

て

も

、
業
果
に
基
づ
く
分

 

段
生
死
か
ら
、
自
ら
の
意
思
に
基
づ
く
変
易
生
死
へ
と
変
り
、
意
成
身
 

を
身
体
と
す

る

と

い

う
。
要
は
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
、
生
死
輪
廻
 

の
世
界
へ
出
入
り
す
る
の
であ
る

。

さ
ら
に
第
九
地
に
は
、
弁
才
す
な
わ
ち
言
語
能
力
が
最
高
度
に
高
ま

 

る
。
自
在
の
説
法
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
の
日
常
言
 

語
へ
の
、
ひ
い
て
は
世
俗
の
顛
倒
妄
想
へ
の
、
言
語
に
よ
る
的
確
で
自
 

在
な
処
方
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
転
識
得
智
し
、
修
行
が
ほ
ぼ
完
成
し
て
く
る
と
、
個
 

は
、
自
ら
縁
起
的
個
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の



縁
起
的
関
係
を
規
定
し
か
え
す
働
き
を
な
す
。
そ
の
こ
と
を
永
遠
に
な
 

し
つ
づ
け
る
も
の
が
、
無
住
処
涅
藥
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、
場
所
的
個

 

と
し
て
の
東
洋
的
個
の
姿
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
転
識
得
智
す
る
以
前
、
い
わ
ゆ
る
凡
夫
の
間
に
は
、
こ
の
個
 

の
本
来
的
な
姿
は
実
現
し
な
い
の
で

あ

ろ

う

か
。

あ
る
意
味
で
は
、
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
、
必
ず
し
も
 

そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。

唯
識
も
大
乗
仏
教
で
あ
る
が
、
大
乗
仏
教
と
い
う
の
は
、

一
人
一
人
 

が
仏
と
な
る
こ
と
を
謳
う
も
の
で
あ
る
。
仏
に
な
る
に
は
、
必
ず
、
初
 

め
に
菩
提
心
を
発
し
、
請
願
を
た
て

(
修
行
の
本
初
に
た
て
る
願
を
本
願
 

と
い
う
の
で
あ
る
。I

人一

人
の
大
乗
仏
教
徒
に
、
本
願
があ
る
は
ず
で
あ
る)

、
 

後
、
修
行
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
い
う
。
 

こ
の
発
菩
提
心
、
本
願
の
誓
い
は
、
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
 

う
か
。

こ
の
典
型
は
、
本
願
を
完
成
し
た
阿1

仏
に
見
出
だ
さ
れ
よ
う
。
 

阿
弥
陀
仏
は
、
も
と
も
と
は
、

1

人
の
国
王
で
あ
っ
た
。
世
自
在
王
仏
 

に
ま
み
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
菩
提
心
を
発
し
、
出
家
し
て
法
蔵
菩
蔭

 

と
な
り
、
四
十
八
願
を
自
ら
確
認
し
て
修
行
す
る
。
こ
う
し
て
本
願
を
 

立
て
、
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
初
発
心
か
ら
仏
へ
の
典
型
の
、
さ
ら
に
下
敷
に
な
っ
て
い
る
の
 

は
、
実
は
仏
伝
文
学
の
然
灯
仏
授
記
物
語
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
釈
尊
が
、
 

い
か
に
仏
へ
の
道
を
歩
み
始
め
た
の
か
を
、
文
学
の
中
で
追
求
し
た
も
 

の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
こ
そ
大
乗
仏
教
の
原
点
を
な
し
て
い
る
と
思

.
っ
0は

る
か
昔
、
バ
ラ
モ
ン
の
ス
メ

ー

ダ
と
い
う
青
年
が
い
た
。
実
は
、
 

釈
尊
の
は
る
か
過
去
世
の
身
で
あ
る
。
ス
メ
ー
ダ
青
年
は
、
親
か
ら
多

 

大
の
遺
産
を
相
続
す
る
も
、
そ
れ
が
死
の
前
に
何
の
も
も
た
な
か
っ

 

た

こ

と

を

思
っ
て
、
ヒ

マ

ラ

ヤ
山
中
に
入
り
、
自
ら
の
生•老

•病
. 

死
の
苦
の
解
脱
を
追
求
す
る
。

そ
の
頃
、
町
に
仏
様
が
弟
子
た
ち
を
ひ
き
つ
れ
て
や
っ
て
く
る
と
の
 

こ
と
で
、
町
の
人
々
は
種
々
、
歓
迎
の
用
意
を
し
て
い
た
。
ス
メ

ー

ダ
 

青
年
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
、
歓
迎
の
！
に
加
わ
り
た
い
と

-
う̂
と
、
 

人
々
は
特
に
ぬ
か
る
ん
で
い
た
道
の
修
理
を
あ
て
が
う
。
ス
メ
ー
ダ
青
 

年
は
、一

所
懸
命
、
道
の
修
理
に
力
を
注
ぐ
が
、

つ
い
に
間
に
あ
わ
ず
、
 

仏
様
を
迎
え
る
時
が
来
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
ま
だ
ど
ろ
ど
ろ
の
道
に
自
ら
の
体
を
投
げ
出
し
て
、
仏
様

 

に
背
中
を
渡
っ
て
い
た
だ
く
の
だ
っ
た
。
そ
の
仏
様
の
尊
い
お
姿
を
見
 

て
い
る
う
ち
に
、
ス
メ

ー

ダ
青
年
の
心
中
に
は
、

一
つ
の
省
悟
が
走
っ
 

た
の
だ
っ
た
。

私

一

人
が
力
を
得
て
も
、
私一

人
が
迷
い
を
渡
っ
た
と
し
て
も
、
 

そ
れ
だ
け
で
は
、
何
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
。

1

切
を
知
る
智
慧
を
得
 

て
、
す
べ
て
の
人
々
を
迷
い
か
ら
救
い
出
し
て
あ
げ
ら
れ
る
人
に
こ
 

そ
、
私
も
な
ろ
う
。
輪
廻
の
流
れ
を
断
ち
切
っ
て
、
三
界
の
苦
し
み
 

の
生
存
を
断
ち
切
っ
て
、
真
理
の
舟
に
乗
っ
て
こ
ぎ
出
し
て
、
広
く
 

世
の
中
の
た
め
を
思
い
、
人
々
を
こ
の
苦
し
み
か
ら
救
っ
て
あ
げ
よ



そ
し
て
ス

メ

ー

ダ
青
年
は
八
つ
の
誓
願
を
誓
い
、

一
方
、
そ
の
橋
と
 

な
っ
た
ス

メ

！

ダ
青
年
の
す
ベ
て
を
涧
察
し
て
い
た
仏
様
は
、
そ
の
青
 

年
が
、
未
来
に
.必
ず
誓
願
を
成
就
し
て
ゴ
ー
夕
マ

と

い
う
仏
に
な
る
と
 

予
言
し
、
保
証
す
る
。
こ
の
こ
と
を
授
記
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
仏
様
 

は
、
ス
メ
ー
ダ
青
年
の
心
に
、
灯
を
と
も
し
た
仏
と
い
う
の
で
、
然
灯
 

仏

(

デ
ィ
I
パ
ン
カ
ラ
仏)
と
い
う
の
で
あ
る
。

大
乗
仏
教
の
仏
は
、
す
べ
て
こ
の
ス
メ
ー
ダ
青
T

釈
迦
牟
尼
仏
の
 

軌
跡
を
典
型
し
て
い
る
。

に̂i

さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
我
々
 

は
、
未
来
に
仏
と
な
る
者
で
あ
る
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
こ
の
軌
跡
を
 

典
型
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
であ
る

。

然
灯
仏
授
記
物
語
の
要
点
は
、
自

他

丕
|

の
自
己
に
目
覚
め
、
そ
こ
 

を
原
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
生
き
よ
う
、
と
誓
い
、
志
向
す
る
と
い
う
 

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
初
発
心
の
時
か
ら
、
関
係
の
中
の
個
の
 

自
覚
に
自
ら
を
開
き
、
自
ら
そ
の
あ
り
方
に
ふ
さ
わ
し
い
自
己
を
択
び

 

と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
に
、
す
で
に
場
所
的
個
の
自
覚
と
い
う
か
、
自
我

—

自
他
不
一
一
 

の
自
己
へ
の
決
定
的
な
転
換
が
あ
る
。

あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
転
換
こ
そ
、
自
己
の
追
求
に
お
け
る
最
も
大
 

事
な
こ
と
と
い
え
よ
う
。

『

華
厳
経』

に
、「

初
発
心
時
、
便
成
正
覚

」

 

と
い
う
の
も
、
よ
く
：
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
と
は
そ
れ
を

「

長
長 

出
な
ら
し
む」

以
外
、
菩
薩
の
生
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
場
所
を
縁
起
に
比
定
し
つ
つ
、
そ
の
縁
起
の
根
本
に
、
単
に 存

在
の
他
者
よ
り
す
る
被
規
定
性
の
み
で
は
な
く
、
関
係
を
あ
る
べ
き
 

よ
う
に
規
定
し
か
え
す
主
体
の
発
動
を
見
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
。
唯
 

識
の
三
性
説
は
、
個(

八
識
及
び
心
所
の
総
体

)

を
依
他
起
性
と
表
現
し
、
 

円
成
実
性(

空
性)

と
不
一
•
不
異
だ
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
、
 

遍
計
所
執
性
を
執
す
る
こ
と
に
お
い
て
昧
ま
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
我

* 

法
の
実
体
視
と
い
う
顛
倒
妄
想
を
切
開
し
た
と
き
、
自
覚
さ
れ
る
の
は
 

空
を
本
性
と
す
る
縁
起
的
自
己
で
あ
る
。
絶
対
無
に
基
づ
い
て
関
係
に
 

規
定
さ
れ
つ
つ
も
関
係
を
規
定
す
る
自
由
の
主
体
を
そ
こ
に
見
出
す
の

 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
三
性
を
知
的
に
了
解
す
る
こ
と
が
唯
識

 

の
学
習
で
は
な
い
。
西
田
の
い
う
真
の
個
物
、
む
し
ろ
世
界
を
創
造
す
 

る
主
体
が
、
仏
教
の
縁
起
の
思
想
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

 

ラ
oも

ち
ろ
ん
、
仏
教
に
、
そ
の
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
大
乗
仏
 

教
の
唯
識
は
、
転
依
を
円
成
実
性
よ
り
は
依
他
起
性
に
見
る
の
で
あ
り
、
 

無
住
処
涅
槃
を
強
調
し
、
転
識
得
智
を
語
る
。
そ
こ
に
真
実
の
自
己
を
 

見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
実
現
は
、
法
界
等
流
の
言
葉
、
 

日
常
言
語
の
虚
妄
性
を
開
く
言
葉
が
、
我
々
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
く
。

そ
の
真
実
の
自
己
へ
の
転
回
は
、
実
に
初
発
心
時
に
始
ま
る
。
こ
の
 

発
菩
提
心
も
ま
た
、
向
こ
う
か
ら
お
出
ま
し
に
な
る
仏
に
ま
み
え
る
こ
 

と
が
決
定
的
な
要
因
とな
る

。

あ
る
い
は
そ
の
啓
示
と
し
て
の
言
葉
と

 

の
出
会
い
が
決
定
的
な
要
因
と
も
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
べ
て
 

は
法
界
等
流
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
一
言
で
い

え

ば

、
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時
間
が
短
い
の
で1

=
二
重
要
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
 

ま
す
。

一
番
最
初
に
ベ
ー
パ
ー
の
と
こ
ろ
に

「

久
ね
員
一
が
唱
え
た
東
 

洋
的
無
に
対
し
て
東
洋
的
個
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
は
秋
月
龍
珉
で

 

あ
る」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
竹
村
先
生
は
も
 

う
一
つ
新
し
い
展
開
を
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
着
目
す
べ
き
 

点
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
縁
起
的
個
と
で
も
い
う
べ
き
考

I 

え
方
で
す
。
久
松
先
生
が
無
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
け
れ
ど
も

、

n 

例
え
ば
、
そ
の
無
と
い
う
概
念
の
中
に
縁
起
と
い
う
思
想
が
ほ
と
ん
ど
一

 

出
て
こ
な
い
ん
で
す
ね
。
久
松
先
生
の
場
合
、
縁
起
と
い
う
こ
と
は
な
 

く
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
仏
教
と
い
う
こ
と
を
考
 

え
る
と
き
、
縁
起
と
い
う
も
の
を
通
し
た
無
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て

 

も
考
え
ら
れ
な
い
と
、
ィ
ン
ド
の
仏
教
に
は
相
応
し
な
い
面
が
出
て
く

 

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
縁
起
的
個
と
い
う
概
念
の
中
に
 

東
洋
的
無
と
東
洋
的
個
と
い
う
一

I

つ
の
概
念
を
止
揚
し
た
非
常
に
豊
か
 

な
展
開
の
可
能
性
を
秘
め
た
契
機
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
 

と
い
う
こ
と
を
痛
切
に
感
じ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
特
に
、
三
性
論
の
 

構
造
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
依
他
起
性
と
い
う
と
こ
ろ
で
個
を
捉
え
て
お

 

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
縁
起
の
中
で
個
と
い
う
も
の
が



捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
、
大
き
な
問
題
 

点
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
個
と
い
う
問
題
を
重
要
視
し
た
の
は
西
田
哲
学
で
あ
り
、
 

西
田
の
最
後
の
宗
教
論
に
も
、
個
は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
と
か
、
個
 

に
な
る
と
か
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
西
田
哲
学
と
の
関
連
も
視
野
に
収

 

め
な
が
ら
、
竹
村
先
生
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
 

き
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
従
来
西
田
哲
学
は
、
大
部
分
は
禅
と
の
関

 

係
で
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
、

一
部
、

itl+l

教
と
か
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関

 

係
で
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
す
が
、
唯
識
と
い
う
立
場
で
は

本

格

 

的
に
西
田
哲
学
と
関
係
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
も
、
あ
る
い
は
、
竹
村
先
 

生
の
ア
プ
ロI
チ
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
西
田
哲
学
 

を
唯
識
と
関
連
づ
け
、
ま
た
、
唯
識
教
学
と
い
う
も
の
を
西
田
哲
学
と
 

関
連
づ
け
るこ
と

に

よ

っ
て
ま

っ

た
く
新
し
い
別
の
創
造
的
局
面
と
い
 

う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
 

個
は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
と
い
う
問
題
の
中
に
依
他
起
の
問
題
と
西
 

田
哲
学
の
問
題
が
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
点
が
こ
れ
か
ら
の
問
題
と
し
 

て
さ

ら

に

追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

今
回
の
テ
ー
マ
の
中
心
が
感
覚
の
復
権
と
い
う
こ
と
で
あ

っ

た

わ

け
 

で
す
が
、
唯
識
教
学
と
感
覚
の
問
題
は
、
転
識
得
智
と
い
う
面
か
ら
い
 

え
ば
、
前
五
識
つ
ま
り
眼
耳i

身
意
が_

さ
れ
て
f

 ®

と
な
っ
 

て
い
く
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
が
根
本
的
に
変
革
さ

 

れ
て
い
く
と
こ
ろ
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
感
覚
の
復
権
ど
こ
 

ろ
で
は
な
く
根
元
的
な
展
開
と
い
う
こ
と
が
積
極
的
に
考
え
ら
れ
る
だ ろ

う
と
い
う
点
が
、
非
常
に
大
き
な
光
を
投
げ
か
け
る
も
の
だ
ろ
う
と

 

思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
弥
勒
•無
著
•
世
親
の
唯
識
と
い
う
も
の
が
五
世
紀
ご

 

ろ
に
最
終
的
に
完
成
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
あ
る
意
味
で
イ
ン
ド
 

大
乗
仏
教
が
こ
う
し
た
唯
識
教
学
の
段
階
で
最
終
的
な
段
階
に
達
し
て

 

展
開
さ
れ
て
い
く
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
の
間
に
華
厳
と
か
如
来
蔵
を
 

通
っ
て
き
てい
る

と

い
う
の
が
一
つ
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
す
ね
。
法
相
 

唯
識
は
例
え
ば
天
台
の
教
判
な
ど
で
は
非
常
に
低
い
と
み
な
さ
れ
て
い

 

る
わ
け
で
す
ね
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
そ
の
他
の
大
乗
仏
教
は
法
相

 

唯
識
と
い
う
も
の
を
非
常
に
低
く
見
て
る

わ
け
で
す
。
教
判
と
し
て
は
、
 

法
相
唯
識
は
了
義
教
に
対
し
て
未
了
義
教
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
一

 

れ
は
中
国
的
な
偏
見
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
こ
こ
で
、
イ

ン

ド

大

78 

乗
仏
教
史
に
お
け
る
唯
識
の
位
置
づ
け
を
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
る
必

一
 

要
も
あ
る
の
か
な
と
思
った
り

し

ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
唯
識
教
学
の
最
終
段
階
で
、
弥
勒
•無
著
•
世
親
で
す
 

が
、
世
親
菩
薩
と
い
う
方
自
身
が
、
ま
ず
最
初
に
倶
舍
論
を
書
い
て
、

そ
の
段
階
で
は
小
乗
仏
教
で
す
ね
、
そ
れ
か
ら
、
唯
識
を
書
い
て
、
そ
 

し
て
最
後
に$

論
を
完
成
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
浄
土
論
 

の
中
に
四
大
智
慧
、
四
智
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
 

も
大
事
で
す
ね
。
世
親
菩
薩
の
$

教
に
お
い
て
唯
識
教
学
と
イ
ン
ド
 

大
乗
仏
教
の
感
性
的
な
展
開
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
極
楽
世
界
と
い
う
も
の
を
普
通
の
人
は
ど
う
と
ら
え
て
い
 

る
か
と
い
う
と
、
仏
教
渡
来
以
前
の
他
界
思
想
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ



て
、
仏
教
が
入
っ
て
こ
な
く
て
も
よ
か
っ
た

よ

う

な

他
界
思
想
に
仏
教

 

的
な
極
楽
と
か
仏
教
用
語
を
つ
け
て
お
葬
式
を
や
っ
て
い
る
だ
け
で
、
 

実
際
は
、
日
本
仏
教
と
い
う
の
は
も
う
仏
教
渡
来
以
前
の
他
界
思
想
に

 

仏
教
が
吸
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
 

う
解
釈
か
、
あ
る
い
は
、
極
楽
と
い
う
の
は
神
話
的
な
も
の
だ
と
い
う

 

解
釈
が
多
い
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、
極
楽
を
非
神
話
化
し
て
解
釈
す
る
 

立
場
の
代
表
と
し
て
は
、
先
般
亡
く
な
ら
れ
た
藤
吉
慈
海
が
挙
げ
ら
れ
 

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
ィ
ン
ド
文
化
史
的
に
、
例
え
ば
、
極
楽
の
在
厳
は
 

い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ィ
ン
ド
人
の
理
想
的
な
ユ

I
ト
ピ
 

ァ
思
想
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
中
村
元
さ
ん
の
見
解
が
あ
り
 

ま
す
。
私
は
や
は
り
極¥

い
う
の
を1

す
る
に
は
四
大IP ®

に
よ
っ
 

て
解
釈
し
な
い
と
仏
教
に
な
っ
て
こ
な
い
し
、
ま

さ

し

く

そ

の

こ

とで
 

完
結
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
考
え
ま
す
。
例
え
ば
、
極
楽
は
と
て
も
 

お
い
し
い
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
と
か
、
す
ば
ら
し
い
音
楽
が
鳴
り
響
い
 

て
い
る
と
か
、
光
が
輝
い
て
い
る
と
か
と
い
う
記
述
が
あ
り
ま
す
が
、
 

こ
れ
ら
は
成
所
作
智
の
展
開
で
す
ね
。
阿
；

^

仏
の
悟
り
の
境
界
が
四
. 

智
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
ると
い

う

側
面
が
あ

ま

り

指
摘
さ
れ
て
き
 

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
を
本
格
的
に
や
っ
た
の
が
世
親
の

『

浄
土
論』
 

で
す
が
、
そ
れ
を
ま
た
山
□
益
博
士
が
四
智
論
の
立
場
で
極
楽
世
界
を

 

解
釈
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
成
所
作
智
を

1

つ
と
っ
て
み
 

て
も
、
極
楽
世
界
で
た
だ
じ
っ
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
こ
は
 

無
限
に
感
覚
が
創
造
さ
れ
て
い
く
世
界
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
解
釈
な

 

い

し

展
開
も
し
てく
る

の

で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
感
じ
も
し
ま
す
。

問
題
と
し
て
は
個
と
い
う
問
題
で
す
が
、
秋
月
先
生
は
東
洋
的
個
と
 

い

う

こ

と

を
い
わ
れ
て
い
る
の
に
私
な
り
の
見
解
を
つ
け
加
え
さ
せ
て
 

い
た
だ
き
ま
す
と
、
個
と
い
うi

、
鋳

的

な
f

い

う

&

い
っ

 

た
い
ど
こ
で
成
り
立
つ
の
か
。
例
え
ば
、
キ
ル
ヶ
ゴ

ー

ル
な
ら
ば
、
神
 

の
前
で
個
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が

_
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
う
仏
教
 

に
も
共
通
し
た
一
つ
の
考
え
方
な
の
で
す
ね
。
例
え
ば
、
大
品
般
若
経
 

の
冒
頭
に
、
般
若
波
羅
蜜
を
説
く
お
釈
迦
様
に
対
し
て
絶
対
的
な
賛
歎

 

の
文
章
が
つ
づ
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
後
、
お
釈
迦
様
が
空
を
説
く
わ
 

け
で
す
が
、
三
千
大
千
世
界
の
衆
生
が
お
釈
迦
様
の
前
で
自
分
が

一

人
 

だ
と
い
う
、
つ
ま
り
、
お
釈
迦
様
が
自
分
に
対
し
て
だ
け
法
を
説
い
て
 

い
る
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
無
限
に
開
け
た
世
界
の
中
で
一
人
一
人
が

一
 

一
人|

人
に
な
る
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
論
理
を
展
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開
し
て
、
お
釈
迦
様
とい
う

一
個
の
存
在
に
対
し
て
個
に
な
っ
て
い
く

 

| 

と
い
う
考
え
方
が
見
ら
れ
ま
す
。
私
は
、
華
厳
経
と
か
維
摩
経
と
か
無

 

数
に
見
ら
れ
る
、
個
が
個
に
な
る
と
い
う
思
想
は
、
大
乗
仏
教
の
一
つ
 

の
前
提
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
の
で
す
。
仏
の
前
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
 

は
じ
め
て
個
とい
う

も
の
が
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。

個
が
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
成
り
立
た
せ
る
一
つ
の
 

構
造
と
い
う
も
の
が
縁
起
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
わ
け
で
す
。
竹
 

村
先
生
は
、
縁
起
と
い
う
構
造
の
中
で
個
を
見
よ
う
と
な
さ
っ
た
わ
け

 

で
す
が
、
ま

さ

し

く

そ
う
い
う
考
え
方
が
依
他
起
性
と
い
う
概
念
の
中
 

で
、
縁
起
性
の
中
で
個
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
く
と
い
う
展
開

 

が
か
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。



唯
識
と
い
う
の
は
、
私
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
体
系
で
は
な
く
、
必
 

然
的
に
破
ら
れ
る
体
系
で
あ
っ
て
、
唯
識
と
い
う
の
は
た
だ
識
の
み
と

 

い
う
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
ぶ
ち
破
る
の
も
の
が
、
例
え
ば
、
法
界
等

 

流
や
聞
熏
習
と
い
う
も
の
で
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
唯
識
と
い
う
 

の
は
破
ら
れ
る
た
め
に
作
ら
れ
た
体
系
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
て
よ
い
の
 

か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
。

唯
識
の
解
釈
で
昔
か
ら
あ
る
も
の
で
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
た
と
え
 

で
す
け
れ
ど
も
、

「

意
識
眠
り
て一

夜
の
夢
を
見
る
。
阿
頼
耶
眠
り
て

 

生
死
の
夢
を
見
る」

と
い
う
こ
と
が
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
阿
頼
耶
識
と
 

意
識
と
を
対
照
し
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
夢
の
中
で
は
、
対
象
の
 

世
界
と
自
分
が
必
ず
い
る
わ
け
で
す
ね
、
唯
識
の
専
門
用
語
で
い
え
ば
、
 

夢
の
中
で
の
私
は
見
分
で
あ
り
、
見
ら
れ
て
い
る
客
体
世
界
は
相
分
と
 

い
う
こ

と

に

な

り

ま

す

。し
か
し
、
相分
と

い
っ
て
も
そ
れ
は
夢
の
内

 

容
で
、
そ
れ
は
人
間
のこ
こ

ろ

が

作
っ
た
わ
け
で
、
非
常
に
夢
のた
と

 

え
と
い
う
の
は
わ
か
り
や
す
い
と
思
う
の
で
す
。
夢
の
世
界
を
ぶ
ち
破

 

る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
法
界
等
流
、
超
越
的
な
呼
び
か
け

Anspruch 

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
唯
識
自
身
は
唯
識
自
身
の
体
系

 

を
破
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
あ
る
、
と

い

う

側
面
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
 

す
。ま

た
、
む
し
ろ
や
っ
ぱ
り
四
智
と
い
う
も
の
を
積
極
的
に
捉
え
る
必

 

要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
唯
識
と
い
う
の
は
、
下
か
ら
上
に
向

 

か
っ
て
進
ん
で
い
く
体
系
の
よ
う
で
す
ね
。
こ
ち
ら
か
ら
修
行
し
て
い
 

く
と
、
わ
れ
わ
れ
の
迷
い
の
意
識
が
転
じ
て
智
に
到
達
す
る
と
い
う
考 え

方
で
す
が
、
む
し
ろ
、
四
智
そ
の
も
の
が
上
か
ら
積
極
的
に
働
き
か
 

け
て
き
て
と

い

う

上
か
ら
の
宗
教
的
な
営
み
とい
う

も
の
が
、
例
え
ば
、
 

真
言
密
教
の
場
合
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
最
近
で
は
唯
識
教
学
が
あ
ら
ゆ
る
宗
派
に
取
り
入
れ
ら
れ
 

て
、
例
え
ば
、
浄
土
宗
で
も
唯
識
を
や
り
な
が
ら
浄
土
教
を
や
っ
て
い

 

る
人
、
あ
る
い
は
、
華
厳
を
や
り
な
が
ら
唯
識
を
や
っ
て
い
る
人
な
ど
、
 

い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
唯
識
立
ち
と
か
華
厳
立
ち
と
い
う
の
で
す
が
、
浄
 

土
教
の
中
に
唯
識
教
学
を
徹
底
的
に
取
り
入
れ
て
非
神
話
化
と
い
う
の

 

で
は
な
く
て
、
四
智
論
の
展
開
、
大
円
鏡
智
論
と
か
成
所
作
智
論
の
積

 

極
的
な
展
開
、
す
な
わ
ち
智
慧
の
展
開
と
し
て
絶
対
者
の
積
極
的
な
働

 

き
か
け
を
説
い
た
人
の
中
に
は
浄
土
宗
の
方
に
は
山
崎
弁
栄
と
い
う
人

一
 

が
い
ま
す
が
、
四
智
論
と
い
う
の
は
唯
識
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
て

、
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む
し
ろ
、
仏
教
全
体
の
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。

 

一

そ
れ
か
ら
、
西
田
の
場
所
的
論
理
と
、
円
成
実
性
で
す
か
、
縁
起
論
 

的
な
構
造
で
場
所
論
を
見
よ
う
と
す
る
営
み
が
あ
る
、
こ
れ
も
私
は
と
 

て
も
啓
発
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
私
な
り
に
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

 

い
と
思
い
ま
す
。1

般
者
と
個
と
い
う
問
題
で
す
ね
。

1

つ
の
例
と
し
 

て
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「

い
う
ま
で
も
な
く
、
依
他
起
性
が

 

個
物
に
当
た
り
、
円
成
実
性
は
一
般
者
に
当
た
る
。
た
だ
し
円
成
実
性
 

は
空
性
で
あ
り
、

一
切
の
規
定
を
離
れ
て
い
る
。
決
し
て
有
の

一

般
者
 

で
は
あ
り
得
な
い
。
い
わ
ば
普
遍
の
方
向
に
普
遍
を
突
破
し
た
も
の
に
 

な
ろ
う
。
無
の1

般
者
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
い
し
れ
な
い

」

。

こ
う
 

い
っ
た
と
こ

ろ

の

言
及
も
、
非
常
に
西
田
哲
学
と
唯
識
と
の
関
係
が
問



題
意
識
と
い
う
の
が
集
約
さ
れ
て
い
て
、
非
常
に
啓
発
的
な
考
え
方
だ
 

と
思
い
ま
す
。

い
わ
ば「

普
遍
の
方
向
に
普
遍
を
突
破
し
た

」

と
い
う
の
は
、
普
遍
 

と
い
う
と
す
ぐカ
ト
リ
ッ
ク
を

思
い
出
す
の
で
す
が
、カ
ト
リ
ッ
ク
と

 

し
て
普
遍
を
突
破
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
ね
、
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
 

か
、
無
の
一
般
者
と
し
て
のカ
ト

リ

ッ

ク

、
無
の
カ

ト

リ

ッ

ク
と
い
っ
 

た
こ
と
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

い
ま
の
と
こ
ろ
は
こ
れ
だ
け
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

司
会
者(

小
林
圓
照〕

い
ま
の
河
波
先
生
の
お
話
に
対
し
て
竹
村
先
生

 

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

竹
村
お
答
え
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

一
つ
だ
 

け
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

唯
識
が
破
ら
れ
る
体
系
と
い
っ
て
よ
い
か
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
私
は
 

そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
日
常
言
語
と
法
界
等
流
と
い
わ
れ
る
経
 

論
、
い
わ
ば
聖
な
る
言
語
と
の
ち
が
い
と
い
う
の
は
、
唯
識
に
は
、
あ
 

る
い
は
法
界
等
流
の
言
葉
の
中
に
は
、
自
己
解
体
の
装
置
が
含
ま
れ
て
 

い
る
。
言
語
で
説
き
な
が
ら
そ
れ
が
否
定
さ
れ
て
い

く

と

い
う
こ

と

が 

内
在
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
、
言
語
体
系
が
区
別
さ
れ
る
一
つ
 

の
基
準
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

さ
き
ほ
ど
の
横
山
先
生
の
お
話
に
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
三
性
説
も
 

1

種
の
観
法
で
す
け
ど
も
唯
識
観
に
お
い
て
四
尋
思
、
四
如
実
智
と
い
 

う
観
法
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
い
わ
れ
て
い
る
こ
と は

、
世
界
は
た
だ
識
の
み
だ
と
い
う
、
こ
う
い
う
了
解
は
、
ま
だ
唯
識
 

そ
の
も
の
に
住
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
さ
え
も
消
え
た
と
き
 

に
は
じ
め
て
真
に
唯
識
に
住
す
る
の
だ
。
実
は
無
分
別
智
で
真
如
を
証

 

す
る
の
だ
と
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
書
か
れ
て
お
り
ま
し
て
。
だ
か
 

ら
唯
識
の
言
葉
を
た
だ
奉
じ
て
い
く
と
こ

ろ

に

意
味
が
あ
る
の
で
は
な
 

く
て
、
唯
識
を
や
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
唯
識
が
否
定
さ
れ
て
い
く
。
 

唯
識
と
い
う
了
解
も
越
え
ら
れ
た
と
こ

ろ

に

真
実
が
現
わ
れ
る
と
い
う
 

局
面
は
確
か
に
い
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

司
会
者
唯
識
に
お
け
る
無
住
処
と
い
う
の
は
唯
識
に
留
ま
ら
な
い
の

 

で
す
か
。

竹

村

ぇ

ぇ

。

 

一 

河
波
縁
起
の
中
に
成
立
す
る
個
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
個
で
す
か

。
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西
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
個
に
対
す
る
個
と
い
う
こ
と
を
縁
起
論
一

 

と
い
い
ま
す
か
、
依
他
起
性
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
積
極
的
に
展
 

開
さ
れ
る
と
、
竹
村
先
生
の
も
の
す
ご
い
哲
学
が
で
き
て
く
る
の
で
は

 

な
い
で
し

ょ

う

か
。

竹
村
い
え
い
え
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
の
で
、
場
所
と
い
う
も
の
 

を
、
い
わ
ゆ
る
一
般
者
と
い
う
よ
う
な
形
で
見
な
い
で
、
関
係
と
し
て
 

み
た
の
で
す
。
そ
こ
に
縁
起
を
く
っ
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
、
縁
起
的
 

個
と
い
う
の
は
個
に
対
す
る
個
と
い
う
こ

と

と

別
に
変
わ
ら
な
い
と
思
 

い
ま
す
。
た
だ
、
そ
の
個
が
縁
起
的
存
在
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

河
波
ふ
つ
う
よ
く
念
仏
と
い
う
と
、
人
間
の
主
観
が
仏
を
構
想
す
る
 

と
思
う
け
れ
ど
も
、
仏
と
人
間
と
が
縁
起
の
関
係
に
あ
る
と
き
、
念
ず



る
と
い
う
の
を
近
代
の
主
観
主
義
的
な
立
場
だ
け
で
し
か
、
い
ま
ま
で
 

解
釈
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
念
仏
と
い
う
も
の
を
、
例
え
ば

『

般
 

舟
三
昧
経』
の
チ
べ
ッ
ト
語
訳
で
は
、
人
間
と
仏
と
の
関
係
を
縁
起
の
 

関
係
で
お
さ
え
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
れ
 

は
人
間
と
仏
と
の
縁
起
の
関
係
に
目
覚
め
た
と
き
に
そ
れ
が
見
仏
な
の

 

で
す
。

八

木

誠

一
唯
識
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
説
き
方
が
あ
る
と
思
っ
て

 

興
味
深
く
思
い
ま
し
た
。
横
山
先
生
の
方
は
阿
頼
耶
識
に
重
点
を
置
か

 

れ
て
、
唯
識
が
方
便
で
あ
っ
て
哲
学
で
は
な
い
と
は
っ
き
り
お
っ
し
 

や
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
哲
学
的
な
吟
味
を
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
い
 

か
に
も
見
当
ち
が
い
な
の
で
、も
し

そ

う

だ
と
す
れ
ば
、
唯
識
が
方
便
 

と
し
て
い
か
に
機
能
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
ど
う
し

た

ら

よ

り

理
解
で
 

き
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
し
か
仕
方
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
阿
瀬
耶
 

識
に
つ
い
て
い
え
ば
、
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
経
験
を
フ
ッ
サ
ー
 

ル
の
現
象
学
的
還
元
の
よ
う
に
意
識
内
在
の
面
だ
け
に
限
定
し
て
み
る

 

と
、
ま

さ

し

く

唯
識
的
な
世
界
が
出
て
き
て
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
も
思

 

い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
竹
村
先
生
が
三
性
説
の
と
こ
ろ
か
ら
話
さ
れ
た
の
を
聞
 

く
と
、
そ
し
て
、
依
他
起
性
を
縁
起
と
お
い
て
円
成
実
性
を
空
と
お
く

 

と
、
私
は
む
し
ろ
西
田
哲
学
よ
り
は
西
谷
先
生
の
世
界
に
見
え
て
く
る
 

の
で
す
が
、
そ
れ
と
の
関
係
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
竹
村
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
と
、
阿
頼
耶
識
を
立
て
る
 

必
然
性
が
み
え
な
い
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
三
性
説
で
十 分

理
解
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
唯
識
と
い
う
こ
と
に

 

な
る
の
か
と
い
う
疑
問
を
抱
き
ま
し
た
。

竹

村

西
谷
先
生
に
つ
い
て
は
く
わ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
後
の
 

課
題
と
し
て
お
き
ま
す
。

阿
頼
耶
識
が
立
て
ら
れ
た

一

つ
の
理
由
は
、
生
死
輪
廻
を
い
か
に
説

明

す

る

か

と

い

う

こ

と

が

あ

り

ま

す

。

つ

ま

り

、

無

我

で

あ

り

ア

-
-
-

-
-
-
-
-

マ
ン
と
い
う
実
体
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
生
死
輪
廻
し
、
因
縁
果
報
が
 

あ

る

こ
と
を
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
阿
頼
耶
識
が
考
え
 

ら
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
、さ
ま

ざ

ま

な
多
様
な
現
象
つま
り

七
転
識
を
徹
底
的
に
 

整
合
的
に
説
明
す
る
の
に
阿
頼
耶
識
が
必
要
で
あ

る

と

考
え
ら
れ
た

よ

一 

う
で
す
。
私
自
身
と
し
て
は
阿
頼
耶
識
の
必
i

を
感
じ
て
い
ま
せ
ん82 

が
、
刹
耶
滅
の
相
続
を
説
明
す
る
の
に
も
必
要
か
も
知
れ
な
い
と
考
え

一
 

て
い
ま
す
。

河

波

ィ
ン
ド
に
連
続
的
に
出
て
き
た
問
題
意
識
が
あ
っ
て
そ
れ
が
阿

 

頼
耶
識
と
直
結
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
寝
る
前
の
 

自
分
と
目
覚
め
た
後
の
自
分
の
同
一
性
を
説
明
す
る
た
め
に
考
え
ら
れ

 

た
と
い
え
る
かも
し

れ

ま
せ
ん
。
阿
頼
耶
識
の
概
念
に
は
そ
れ
な
り
の
 

必
然
性
が
あ

る

と

思
い
ま
す
。

八

木

そ
う
い
う
意
味
で
す
か
。
た
だ
言
語
が
作
り
出
す
仮
構
は
言
語
 

の
分
析
か
ら
十
分
に
出
て
く
る
こ
と
で
、
何
も
阿
頼
耶
識
を
立
て
な
く

 

て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
た
も
の
で
す
か
ら
。

横

山

仏
教
の
諸
派
は
す
べ
て
縁
起
の
解
釈
か
ら
生
じ
て
き
て
い
る
の



で
す
ね
。「

縁
起
を
見
る
も
の
は
法
を
見
る

」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

 

す
ね
。
ョ
ー
ガ
の
実
践
の
中
に
阿
®

識
が
輪
廻
の
主
体
と
し
て
見
出
 

さ
れ
た
の
で
す
ね
。
も
う

一

方
で
、
三
性
説
は
、
般
若
の
空
を
い
か
に
 

論
理
的
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
出
て
き
ま
す
。
は
つ
き
り
言
 

え
ば
、
阿
f

識
の
方
が
主
流
で
あ
り
、
三
性
説
は
亜
流
だ
と
考
え
ら
 

れ
ま
す
。
縁
起
が
主
た
る
問
題
と
な
る
か
ら
で
す
。

八
木
唯
識
無
境
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
い
え
る
の
か
。

横
山
外
界
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
執
著
さ
れ
 

た
逦
計
所
執
性
が
問
題
な
ん
で
す
。
そ
し
て
、
諸
法
と
い
う
法
は
自
分
 

の
自
己
存
在
な
の
で
す
ね
。

八
木
そ
う
し
ま
す
と
、
人
人
唯
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
 

ラ
ィ
プ
二
ッ
ッ
の
モ
ナド
ロ
ギ

ー

と
非
常
に
似
て
く
る
よ
う
に
思
う
の
 

で
す
ね
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

 

あ
る
の
か
な
い
の
か
。
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
 

し
て
は
問
題
を
感
じ
ま
す
。

阿
部
久
松
先
生
の
東

s
t
s

無
は
個
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
夕
丨
が
希
薄
で
 

は
な
い
か
と
い
う
批
評
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
は
必
ず
し
も
そ
の
批
評
 

が
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
久
松
先
生
 

の
東
洋
的
無
は
無
相
の
自
己
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
個
と
い
う
か
自
己
と
 

い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
本
当
の
無
相
は
自
己
で
あ

 

り
、
真
の
自
己
は
必
ず
無
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
 

あ
る
と
思
い
ま
す
。

河
波
久
松
先
生
は
ぁ
く
ま
で

^
^
な̂
^
1̂

無
と
ぃ
ぅ
こ
と
を
ぉ
っ

し
や
っ
て
い
て
、
無
と
縁
起
と
が
相
即
的
に
は
成
り
立
っ
て
い
な
い
の

 

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

常

盤

夂
te
f̂
e

ま
の
無

に

は

働

き

が

認

め

ら

れ

てい

る

よ

う

に

思
い
ま

 

す
。
そ

こ

に

縁

起

が

認

め

ら

れ

るの
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
 

臨
済
が
衣
を
付
け
る
と
い
う#
を
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
ま
す
。

r

解
深
密
経j

な
ど
を
参
照
す
る
と
、
円
成i

と
な
っ
た
と
き
に
 

依
他
起
が
：̂

起
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
と
は
理
解
で
き
な
い
で
し
ょ

 

う
か
。

竹

村

私

は

む

し

ろr

摂
大
乗
論』

を
研
究
し
た
の
で
す
が
、

r

摂
大

 

乗
論』

に
は
：̂

起
を
中
心
に
三
性
を
見
て
い
く
と
い
う
視
点
が
あ
り

 

ま
す
。
三
性
説
は
基
本
的
に
は
有
為
法
を
見
て
い
く
論
理
で
す
が
、
と
 

こ
ろ
が
、

実
性
は
あ
く
ま
で
も
無
為
法
で
す
の
で
そ
れ
だ
け
で
は

 

無
漏
有
為=

浄
分
の
依
他
を
捉
え
き
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
如
 

来
蔵
思
想
の
場
合
に
は
、
無
為
法
と
有
為
法
を
一
つ
に
見
て
い
く
と
こ
 

ろ
が
あ
り
、
そ
こ
に
如
来
蔵
思
想
の
必
然
性
が
あ
り
ま
す
。

秋
月
久
松
先
生
の
東

s
t
s

無
は
無
相
の
自
己
で
す
か
ら
、
そ
こ
に
個
 

と

い

う

も
の
が
入
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
れ
が
空
で
あ

る

と

す
る
な
ら
ば
、
 

当
然
、
縁
起
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
阿
頼
耶
識
 

に
関
し
て
い
え
ば
、
無
我
説
で
あ
り
な
が
ら
輪
迴
転
生
を
認
め
る
と
い
 

う
こ
と
か
ら
出
て
き
た
と
私
は
思
う
の
で
す
。

上
田
横
山
さ
ん
の
発
表
の
中
で
唯
識
は
哲
学
で
は
な
い
と
い
う
答
え

 

方
が
な
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
宗
教
の
場
合
、
よ
く
見
ら
れ
る
答
え
 

方
で
は
あ
り
ま
す
が
、
哲
学
と
宗
教
が
い
か
に
か
か
わ
る
か
と
い
う
こ
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と
が
自
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
 

と
か
ら
い
っ
て
、
も
う
一
度
、
唯
識
が
考
え
る
言
葉
の
問
題
に
つ
い
て

 

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
仏
教
と
は
何
か
に
つ
い
て
も
改
め
て
反
省
し
て
み
る
必
要
が
 

あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

■竹
村
縁
起
の
こ
と
に
つ
い
て
私
の
考
え
を
少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ

 

き
ま
す
。
釈
尊
は
よ
く
縁
起
を
悟
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
 

そ
れ
は
私
は
正
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
三
性
で
い
え
ば
 

円
成
実
性
を
無
分
別
智
で
悟
る
と
い
う
こ
と
が
悟
り
の
根
本
に
あ
り
、
 

そ
こ
か
ら
後
得
智
が
出
て
き
て
世
界
を
語
る
と
き
に
は
縁
起
と
い
う
形
 

で
語
っ
た
わ
け
で
す
。

ま
た
、
私
は
唯
識
はあ
る

意
味
で
一
つ
の
哲
学
で
あ
る
と
考
え
て
い
 

ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
経
験
や
言
語
に
対
す
る
反
省
が
あ
る
と
考
え

 

ま
す
。

(

こ
の
後
、
竹
村
、
八
木
、
上
田
、
の
三
氏
の
間
で
言
語
や
言
語
の
基
底
の
仮
 

構
性
を
め
ぐ
る
議
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
紙
数
の
関
係
で
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
 

き
ま
し
た
。——

渡
辺)
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