
『
倶
舎
論
」
（

①

る
と
さ
れ
る
。
｛

説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
倶
舎
論
」
界
品
は
、
ま
ず
一
切
の
法
を
包
摂
す
る
教
義
概
念
と
し
て
の
穂
虚
界
を
説
明
し
た
後
、
そ
の
な
か
で
も
も
っ
と

も
広
い
十
八
界
に
つ
い
て
二
十
二
門
を
設
け
、
種
々
の
角
度
か
ら
諸
法
の
意
味
を
分
析
す
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
と
は
法
を
簡
澤
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
の
自
相
共
相
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
諸
門
分
別
と
い
っ
た
議
論
を
通
し
て
明
ら
か
に

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
の
自
相
斗

な
っ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
そ
の
中
の
内
外
門
を
と
り
あ
げ
、
説
一
切
有
部
の
教
義
学
の
中
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る

②

や
虎
に
つ
い
て
で
は
な
い
。

こ
れ
か
ら
、
法
の
簡
樺
に
役
立
つ
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
意
味
の
分
類
が
考
察
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
界
の
中
で
色
と
心
が
区
別
さ
れ

て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
有
漏
の
分
類
な
ど
が
た
し
か
に
理
解
し
や
す
い
の
で
、
界
に
つ
い
て
の
み
考
察
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
穂

ア
ビ
ダ
ル
マ
の
諸
門
分
別
ｌ
内
外
門

の
第
一
章
が

安
慧
の
注
釈 １

．
倶
舎
論
界
品
に
お
け
る
諸
門
分
別

「
界
品
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
十
八
界
に
つ
い
て
の
諸
門
分
別
が
詳
説
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

『
實
義
疏
」
（
目
§
§
意
）
は
、
十
八
界
に
つ
い
て
の
諸
門
分
別
が
は
じ
ま
る
と
こ
ろ
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

宮
下

晴
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内
外
門
と
は
、
諸
法
を
い
か
に
し
て
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
に
区
分
す
る
の
か
と
い
う
考
察
で
あ
る
。
こ
の
内
と
外
の
区
分
は
、

「
内
的
」
（
、
忌
葛
ミ
ざ
Ⅱ
自
己
に
属
す
る
も
の
）
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
〈
自
己
〉
を
基
準
と
し
て
、
自
己
に
属
す
る
も
の
を
「
内
」

と
し
、
そ
れ
以
外
を
「
外
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
区
分
は
、
〈
こ
れ
は
私
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
自
己
で
あ

る
〉
（
§
胃
営
園
蒼
負
§
言
営
昌
冒
》
蔦
吻
。
亀
§
己
と
い
う
経
典
の
定
型
句
に
示
さ
れ
る
〈
自
己
〉
の
発
想
が
前
提
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ

う
な
〈
自
己
〉
の
発
想
こ
そ
が
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
自
己
認
定
を
意
味
す
る
「
我
執
」
（
、
言
ミ
葡
曽
）
で
あ
り
、
苦
し
み
の
因
と
さ
れ
る
。

〈
自
己
〉
の
発
想
を
前
提
に
し
て
現
わ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
の
言
説
は
、
い
わ
ゆ
る
世
間
的
言
説
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ビ

ダ
ル
マ
教
義
学
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
は
諸
法
の
み
で
あ
る
。
い
か
な
る
事
態
を
表
わ
す
言
説
も
す
べ
て
諸
法
の
も
と
に
解
体
さ
れ
て

観
察
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
諸
法
と
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
の
言
説
領
域
に
お
け
る
諸
存
在
で
あ
る
、
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
に
お
け
る
諸
法
の
言
説
が
も
っ
と
も
明
瞭
に
出
現
し
た
の
は
、
縁
起
の
教
説
を
〈
有
情
数
縁
起
〉
と
〈
非
有
情

数
有
情
数
縁
起
〉
と
に
分
節
し
た
「
婆
沙
論
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
十
二
支
縁
起
」
と
「
諸
法
の
縁
起
」
と
が
区
分
さ

③

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
教
義
学
に
お
い
て
新
し
い
言
説
領
域
が
開
か
れ
た
こ
と
の
意
義
は
き
わ
め
て
重
大
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が
て

大
乗
仏
教
の
教
義
学
を
用
意
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
『
婆
沙
論
」
に
お
け
る
諸
門

分
別
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
議
論
の
端
緒
を
な
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
の
諸
法
の
言
説
は
、
当
然
と
は
い
え
世
間
的
言
説
と
密
着
し
た
意
味
連
関
の
中
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の

互
い
の
差
異
は
不
断
の
議
論
を
通
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
も
あ
る
。

最
も
古
く
に
翻
訳
さ
れ
た
『
稗
婆
沙
論
」
（
三
八
三
年
僧
伽
祓
澄
訳
）
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
十
門
納
息
」
と
呼
ば
れ
る
諸
門
分
別
を
中
心

こ
と
に
す
る
。

２
．
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
に
お
け
る
内
外
門

ワ1
目ユ



と
し
た
部
分
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
問
題
の
内
外
門
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。

浮
陀
祓
摩
・
道
泰
訳
の
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
（
四
三
九
年
訳
）
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
議
論
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
」
は
六
十
巻
が
存
す
る
の
み
で
残
り
は
焼
失
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
だ
他
に
も
内
外
の
議
論
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
諸
法
の
言
説
と
し
て
の
教
義
学
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
十
分
見
て
と
れ
る
。

ま
ず
い
内
的
外
的
の
区
別
は
、
〈
法
〉
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
か
あ
る
い
は
〈
人
〉
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
か
で
あ
る
と
提
示
さ
れ

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
”

外
を
定
立
で
き
る
か
。

Ｑ
間
日
。
云
何
立
内
六
入
外
六
Ｔ

人
。
若
無
人
者
、
云
何
右
内
外
。

州
答
日
。
應
作
是
説
。
以
説
法
払

Q旧
|H1婆
日沙

○

へ

云巻
何39
立、‐／

幽腿
ズ農
外トL
六一
入

○

即
答
る
。
こ
の
よ
う
に
主
張
す
べ
き
で
あ
る
。
法
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
内
的
外
的
な
虚
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
一
切
の
法
に
つ
い
て
［
内

外
の
定
立
を
す
る
の
］
で
は
な
い
。
用
‐
１
］
六
識
の
た
め
に
拠
り
ど
こ
ろ
（
所
依
）
と
な
る
法
が
内
的
な
虎
で
あ
り
、
認
知
対
象
（
所
縁
）
と
な

る
も
の
が
外
的
な
虚
で
あ
る
。
用
‐
２
］
あ
る
い
は
ま
た
、
知
覚
機
能
（
根
）
が
内
的
な
虚
で
あ
り
、
知
覚
機
能
の
対
象
（
根
義
）
が
外
的
な
虚
で

あ
る
。
用
‐
３
］
ま
た
、
知
覚
対
象
を
有
す
る
も
の
（
所
境
界
）
と
知
覚
対
象
（
境
界
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

蛇
し
か
し
こ
の
内
的
外
的
な
法
と
い
う
の
は
確
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
も
し
自
己
が
内
的
な
虚
で
あ
れ
ば
他
者
は
外
的
な
虚
で
あ
り
、
も
し
他
者

が
内
的
な
庭
で
あ
れ
ば
自
己
は
外
的
な
腿
で
あ
る
。

即
答
日
。
應
作
是
説
。
以
説
法
故
立
内
外
入
。
非
一
切
法
。
町
‐
１
］
若
法
能
與
六
識
作
所
依
是
内
入
。
作
所
縁
是
外
入
。
用
‐
２
］
復
次
根
者
是
内

入
。
根
義
是
外
入
。
［
川
‐
３
］
所
境
界
境
界
亦
爾
。

哩
然
此
内
外
法
不
定
。
若
我
内
入
是
他
外
入
。
若
他
内
入
是
我
外
入
。

Ｑ
問
う
。
ど
の
よ
う
に
し
て
内
的
な
六
虚
（
六
入
）
と
外
的
な
六
虚
が
定
立
さ
れ
る
の
か
。
人
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
か
、
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
か
。

④

も
し
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
切
の
諸
法
に
は
作
用
（
尋
国
）
（
欲
心
）
が
な
い
。
ど
う
し
て
内
外
を
定
立
で
き
る
か
。
も
し
人
に
よ
っ
て

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
仏
教
の
真
実
（
如
實
義
）
に
お
い
て
は
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
人
は
存
在
し
な
い
。
も
し
人
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
内

爲
以
人
故
、
爲
以
法
故
。
若
以
法
者
、
一
切
諸
法
無
有
欲
心
。
云
何
立
内
外
。
若
以
人
者
、
如
實
義
中
畢
寛
鉦

の、

乙乙



諸
法
相
互
の
関
係
を
論
ず
る
場
合
、
そ
こ
に
そ
れ
ら
の
関
係
を
生
み
だ
す
〈
作
用
〉
と
い
う
概
念
を
も
ち
だ
さ
ず
に
は
、
諸
法
の
関
係

を
規
定
す
る
も
の
が
な
い
。
「
婆
沙
論
」
の
中
で
は
、
こ
の
〈
作
用
〉
と
い
う
概
念
は
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
訳
語
と
し
て
の

「
作
用
」
に
相
当
す
る
原
語
も
一
つ
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
「
諸
法
に
は
作
用
が
な
い
」
と
い
う
場
合
、
暑
§
３
国
あ
る
い

は
尋
ｓ
な
ど
の
原
語
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
〈
諸
法
の
内
部
に
は
た
ら
く
人
〉
（
園
員
ミ
曼
息
ミ
§
ミ
曽
富
）
を
想

定
し
て
の
〈
働
き
〉
や
、
磁
石
が
鉄
片
を
引
き
寄
せ
た
り
す
る
〈
作
用
〉
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
〈
作
用
〉
が
諸
法
に

お
い
て
は
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
い
か
な
る
意
味
で
も
〈
作
用
〉
が
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
教
義
学
中

で
諸
法
の
時
間
的
況
位
を
規
定
す
る
も
の
は
〈
作
用
〉
（
き
き
‐
亀
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
〈
作
用
〉
は
、
法
が
現
在
に
あ
る
こ
と
を
示

す
徴
表
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
諸
法
の
本
質
規
定
を
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
諸
法
の
固
有
の
〈
作
用
〉
（
訂
ミ
§
）
と
解
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
が
、
諸
法
の
本
質
（
自
性
）
が
時
間
的
況
位
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
〈
作
用
〉
（
ざ
ミ
ミ
）
と

⑤

は
結
果
を
生
ず
る
た
め
の
原
因
の
況
位
に
な
っ
た
こ
と
（
取
果
）
を
表
わ
す
と
解
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
世
間
的
言
説
が
も
っ
て
い
る
概
念
の
イ
メ
ー
ジ
に
拠
り
な
が
ら
も
、
議
論
を
通
し
な
が
ら
、
そ
の
概
念
が
も
っ
て
い
る
世

間
的
イ
メ
ー
ジ
が
剥
ぎ
取
ら
れ
、
教
義
学
の
諸
法
の
言
説
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
へ
と
作
り
か
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
内
的
外
的
の
区
別
は
世
間
的
言
説
の
〈
人
〉
に
よ
る
の
で
も
な
い
。
仏
教
の
真
実
（
如
實
義
）
の
言
説
に
〈
人
〉
は
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
、

と
い
う
よ
う
に
議
論
が
運
ば
れ
る
。

る
。
〈
法
〉
と
〈
人
〉
と
い
う
異
な
っ
た
指
標
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ひ
と
ま
ず
世
間
的
な
言
説
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
の
諸
法
の
言
説

の
領
域
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
つ
ぎ
に
、
〈
法
〉
に
よ
っ
て
内
外
の
区
別
が
成
立
す
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
諸
法
の
内
外

を
区
分
す
る
原
理
と
し
て
想
定
さ
れ
る
〈
作
用
〉
が
諸
法
の
間
に
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
、
内
外
の
区
別
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

教
義
学
中
の
内
的
外
的
の
区
別
が
世
間
的
言
説
に
よ
っ
て
は
成
立
し
な
い
こ
と
を
「
問
い
」
に
よ
っ
て
示
し
、
以
下
教
認



義
学
の
諸
法
の
言
説
に
よ
っ
て
内
的
外
的
の
区
別
が
い
か
に
定
立
さ
れ
る
か
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
は
三
つ
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
厄
‐
１
］
内
的
な
法
と
は
六
識
の
拠
り
所
（
所
依
）
と
な
る
法
で
あ
り
、
外
的

な
法
と
は
そ
れ
ら
の
認
知
対
象
（
所
縁
）
と
な
る
法
で
あ
る
、
と
す
る
。
第
二
は
、
［
岬
２
］
内
的
な
法
と
は
知
覚
機
能
（
根
）
で
あ
り
、

外
的
な
法
と
は
そ
れ
ら
の
対
象
（
境
）
と
な
る
法
で
あ
る
、
と
す
る
。
第
三
は
、
［
“
‐
３
］
内
的
な
法
と
は
対
象
（
境
）
を
有
す
る
法
で
あ

り
、
外
的
な
法
と
は
対
象
（
境
）
と
な
る
法
で
あ
る
、
と
す
る
。

こ
の
解
釈
は
、
順
に
、
識
と
根
と
境
を
中
心
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
後
に
、
“
こ
の
よ
う
に
諸
法
の
言
説
に
よ
っ
て
内

的
外
的
が
定
立
さ
れ
る
に
し
て
も
、
〈
自
己
〉
の
定
立
の
仕
方
に
よ
っ
て
内
外
が
交
替
し
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
附
さ
れ

る
。
内
外
の
成
立
は
や
は
り
世
間
的
言
説
の
〈
自
己
〉
に
よ
る
こ
と
の
ほ
う
が
大
き
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

『
婆
沙
論
」
以
後
、
有
部
の
教
義
を
整
理
し
た
『
阿
毘
曇
心
論
」
（
三
九
一
年
僧
伽
提
婆
訳
）
の
界
品
に
は
、
九
門
の
諸
門
分
別
が
あ
る

が
、
内
外
門
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
・

僧
伽
践
摩
訳
「
雑
阿
毘
白
雲
心
論
」
は
、
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
」
よ
り
四
年
早
い
四
三
五
年
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
三
十
二
門

の
諸
門
分
別
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
内
外
門
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

Ａ
答
。
托

非
依
者
。

［
偏
に
］

雑
心
論
亀
夢
届
‐
勗

内
界
説
十
二
者
、
内

Ｑ
問
。
法
故
説
内
、
‐

Ａ
答
。
法
故
説
内
。
柄

内
的
な
界
は
十
一
一
に
で
あ
る
と
説
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
内
的
な
五
色
［
界
］
と
七
心
界
と
い
う
こ
の
十
二
が
内
的
な
界
で
あ
る
。
［
そ

内
五
色
及
七
心
界
、
此
十
二
是
内
界
。
當
知
六
界
是
外
。

、
人
故
説
内
耶
。
若
法
故
説
内
者
、
一
切
法
無
自
。
若
人
故
説
内
者
、
法
無
有
人
。

・
但
非
一
切
法
。
心
心
法
所
依
故
説
内
。
彼
意
界
亦
依
亦
依
者
。
彼
五
色
界
是
依
非
依
者
。

３
．
雑
阿
毘
曇
心
論
に
お
け
る
内
外
門

心
法
難
是
依
者
而
非
依
。
餘
非
依
亦
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玄
英
訳
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
（
六
五
六
’
六
五
九
年
訳
出
）
に
は
、
二
個
所
で
内
外
の
区
別
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
巻
第
七
四

「
結
穂
第
二
中
十
門
納
息
第
四
之
四
」
に
お
け
る
議
論
は
、
上
述
の
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
」
の
議
論
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
一

致
し
た
内
容
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
巻
第
一
三
八
「
大
種
蘓
第
五
中
執
受
納
息
第
四
之
二
」
に
見
ら
れ
、
や
や
異
な
っ
た
視
点
で
論
じ
ら

こ
こ
で
内
外
門
を
導
入
す
る
問
題
設
定
は
「
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
た
だ
「
一
切
法
無
自
」
と
あ
っ
て
、
作
用
の
概

念
を
用
い
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
「
心
心
所
法
の
拠
り
所
」
と
な
る
も
の
を
内
的
な
法
と
す
る
と
い
う
解
釈
は
、
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
」

の
三
つ
の
解
釈
の
中
第
一
の
、
識
を
中
心
に
し
た
解
釈
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
後
で
見
る
よ
う
に
、
玄
英
訳
『
阿
毘

達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
巻
一
三
八
に
論
じ
ら
れ
る
内
外
の
第
二
の
解
釈
［
単
２
］
「
心
心
所
の
拠
り
所
を
内
的
と
名
づ
く
」
に
拠
る
も
の
と

両
論
の
相
違
点
は
、
「
婆
沙
論
」
で
は
十
二
虎
に
つ
い
て
の
内
外
門
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
十
八
界
の
内
外
門
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
七
心
界
が
内
的
で
あ
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
お
り
、
五
色
界
が
内
的
と
さ
れ
る
根
拠
の
み
が
問
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
意
界
や
心
所
法
に
関
説
す
る
点
は
、
後
の
『
倶
舎
論
』
や
『
順
正
理
論
」
の
議
論
に
接
続
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑥

も
考
え
ら
れ
る
。

れ
以
外
の
］
六
界
は
外
的
で
あ
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ｑ
問
う
。
法
に
よ
っ
て
内
的
と
説
く
の
か
、
人
に
よ
っ
て
内
的
と
説
く
の
か
。
も
し
法
に
よ
っ
て
内
的
と
説
く
な
ら
ば
、
一
切
の
法
に
は
自
己
が
な

い
。
も
し
人
に
よ
っ
て
内
的
と
説
く
な
ら
ば
、
法
に
は
人
が
な
い
。

Ａ
答
る
。
法
に
よ
っ
て
内
的
と
説
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
一
切
の
法
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
心
心
所
法
の
拠
り
所
（
所
依
）
と
な
る
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
内
的
と
説
く
の
で
あ
る
。
彼
の
意
界
は
拠
り
所
（
所
依
）
で
も
あ
り
拠
る
者
（
能
依
）
で
も
あ
る
。
彼
の
五
色
界
は
拠
り
所
で
あ
る
が
拠
る

者
で
は
な
い
。
心
所
法
は
拠
る
者
で
あ
る
が
拠
り
所
で
は
な
い
。
そ
の
他
は
拠
り
所
で
も
な
い
し
拠
る
者
で
も
な
い
。

４
．
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
に
お
け
る
内
外
門

ワ貝
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れ
て
い
る
。
順
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
巻
第
七
四
に
お
け
る
議
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

即
答
る
。
た
だ
法
に
よ
っ
て
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
切
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
凧
‐
１
］
六
識
身
と
は
染
汚
と
清
浄
法
の
拠
り

所
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
六
識
の
た
め
に
拠
り
所
（
所
依
）
と
な
る
も
の
を
内
的
な
虚
と
名
づ
け
、
認
知
対
象
（
所
縁
）
と
な
る
も
の
を
外
的
な
虚

と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
法
に
よ
っ
て
内
的
外
的
な
庭
と
い
う
名
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
用
‐
２
］
ま
た
つ
ぎ
に
、
も
し
法
が
知
覚
機

能
（
根
）
で
あ
れ
ば
内
的
な
虚
と
定
立
し
、
法
が
知
覚
対
象
（
根
義
）
で
あ
れ
ば
外
的
な
虚
と
定
立
す
る
。
用
‐
３
］
ま
た
つ
ぎ
に
、
も
し
法
が
対

象
を
有
す
る
も
の
（
有
境
）
で
あ
れ
ば
内
的
な
虚
と
定
立
し
、
法
が
対
象
（
境
）
で
あ
れ
ば
外
的
な
虚
と
定
立
す
る
。

婆
沙
（
巻
刈
）
闇
旨
匡
‐
悪

Ｑ
問
。
云
何
建
立
内
庭
外
虎
。
爲
依
於
法
、
爲
依
於
我
。
設
爾
何
失
。
二
倶
有
過
。
所
以
者
何
。
若
依
於
法
、
法
無
作
用
。
於
無
作
用
一
切
法
中
、

云
何
建
立
内
庭
外
虚
。
若
依
於
我
、
我
實
性
無
。
如
何
依
我
立
内
外
虚
。

州
答
。
唯
依
法
立
。
然
非
一
切
。
［
川
‐
１
］
謂
六
識
身
是
染
淨
法
所
依
止
庭
。
若
與
六
識
作
所
依
者
名
爲
内
庭
。
作
所
縁
者
名
爲
外
虚
。
故
依
法
立

内
外
虚
名
。
用
‐
２
］
復
次
若
法
是
根
立
爲
内
虎
。
若
法
是
根
義
立
爲
外
虚
。
用
‐
３
］
復
次
若
法
是
有
境
立
爲
内
庭
。
若
法
是
境
立
爲
外
虚
。

［
川
‐
４
］
有
説
。
依
我
立
内
外
虚
。
我
即
是
心
。
我
執
依
故
。
於
此
心
上
假
立
我
名
。
如
契
經
説
。

由
善
調
伏
我
智
者
得
生
天

應
善
調
伏
心
心
調
能
引
樂

既
善
調
心
即
善
調
我
。
故
知
心
上
假
立
我
名
。
此
我
所
依
立
爲
内
庭
、
我
所
縁
者
立
爲
外
虚
。

哩
然
内
外
名
非
圓
成
實
。
謂
於
我
是
内
者
、
於
他
名
外
。
於
我
是
外
者
於
他
名
内
故
。
而
且
依
一
立
内
外
、
非
名
非
不
決
定
。

Ｑ
問
う
。
い
か
に
し
て
内
的
な
虚
と
外
的
な
虚
を
定
立
す
る
の
か
。
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
か
、
自
己
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
か
。
も
し
い
ず
れ
か
で

あ
る
と
し
て
ど
ん
な
難
点
が
あ
る
か
。
二
つ
と
も
に
難
点
が
あ
る
。
い
か
な
る
理
由
で
あ
る
か
。
も
し
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
る
と
、
法
に
は
作

用
が
な
い
。
作
用
の
な
い
一
切
法
に
お
い
て
、
ど
う
し
て
内
的
な
虚
と
か
外
的
な
庭
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
も
し
自
己
に
よ
っ
て
で
あ
る

と
す
る
と
、
自
己
の
真
実
の
本
性
（
實
性
）
と
い
う
も
の
は
な
い
。
ど
う
し
て
自
己
に
よ
っ
て
内
的
な
虎
と
か
外
的
な
虚
を
定
立
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
。
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先
の
「
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
」
と
問
題
設
定
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
り
、
同
じ
議
論
を
伝
え
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
「
有
説
」
［
細

‐
４
］
と
し
て
第
四
の
解
釈
が
挿
入
付
加
さ
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
き
わ
だ
っ
た
相
違
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

教
義
学
の
諸
法
の
言
説
と
し
て
内
外
の
区
別
を
定
立
す
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
法
に
よ
っ
て
定
立
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
る
解

釈
が
と
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
に
付
加
さ
れ
た
解
釈
は
、
世
間
的
な
言
説
で
あ
る
〈
自
己
〉
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
内
外
の
区
別
を

定
立
す
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
素
朴
に
世
間
的
な
言
説
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
自
己
概
念
の
成
立
根
拠
を

諸
法
の
言
説
の
中
の
〈
心
〉
と
い
う
概
念
に
返
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
」
の
“
の
議
論
に
内
在
し
て
い
た
問
題
を

よ
り
教
義
学
の
言
説
に
近
づ
け
て
論
じ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

つ
ぎ
に
巻
第
一
三
八
に
あ
る
議
論
を
見
よ
う
。

［
こ
の
経
文
に
よ
っ
て
］
す
で
に
、
心
を
制
御
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
自
己
を
制
御
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
［
と
い
わ
れ
て
い
る
］
・
そ
れ
故
に
心
に

対
し
て
自
己
と
い
う
名
を
仮
に
定
立
す
る
の
で
あ
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
己
の
拠
り
所
（
我
所
依
）
を
内
的
な
虚
と
定
立
し
、
自
己
の

認
知
対
象
（
我
所
縁
）
を
外
的
な
虚
と
定
立
す
る
の
で
あ
る
。

⑨

“
し
か
し
、
内
的
外
的
と
い
う
名
は
、
確
定
的
に
実
在
し
て
い
る
も
の
（
圓
成
實
曾
菖
ミ
弓
§
ミ
）
な
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
自
己
に
と
っ
て
内

的
で
あ
る
も
の
は
他
者
に
と
っ
て
外
的
と
名
づ
け
ら
れ
、
自
己
に
と
っ
て
外
的
で
あ
る
も
の
は
他
者
に
と
っ
て
内
的
と
名
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
し
ば
ら
く
一
つ
の
点
か
ら
内
的
外
的
と
定
立
す
る
だ
け
で
あ
り
、
［
実
在
を
指
す
］
名
で
は
な
い
し
ま
た
ど
ち
ら
と
も
決
定
で
き
な
い
わ
け

で
も
な
い
。

は
］
自
己
認
定
の
拠
胎

う
に
説
か
れ
て
い
る
。

［
川
‐
４
］
あ
る
者
た
ち
は
い
う
。
自
己
に
よ
っ
て
内
的
外
的
な
虚
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
、
と
。
自
己
と
は
心
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
［
心

邑
自
己
認
定
の
拠
り
所
（
我
執
依
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
心
に
対
し
て
仮
に
自
己
と
い
う
名
を
定
立
す
る
の
で
あ
る
。
経
典
の
中
に
つ
ぎ
の
よ

ｃ

よ
く
自
己
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
者
は
天
に
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

⑧

よ
く
心
を
制
御
す
べ
き
で
あ
る
。
心
が
制
御
さ
れ
れ
ば
楽
を
も
た
ら
す
。

ワワ
ム 』



こ
の
議
論
は
十
二
虚
や
十
八
界
の
諸
門
分
別
の
一
つ
と
し
て
で
は
な
く
、
諸
法
を
内
外
に
区
分
す
る
三
つ
の
観
点
を
取
り
だ
し
た
も
の
で

岨
こ
の
よ
う
に
説
く
も
の
も
い
る
。
他
の
主
張
を
止
め
自
ら
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
異
な
っ
た
主
張
が
あ
り
、
内
的
外

的
な
法
は
み
な
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
と
説
い
て
い
る
。
い
ま
そ
の
見
解
を
排
し
、
内
的
外
的
な
法
は
み
な
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
な
論
を
作
る
の
で
あ
る
。

堀
し
か
し
な
が
ら
、
内
的
外
的
な
法
を
区
別
す
る
に
三
つ
の
［
論
じ
方
が
］
あ
る
。
尾
‐
１
］
一
つ
は
、
身
体
の
連
続
（
相
続
）
に
お
け
る
内
外
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
自
己
の
身
体
の
も
と
に
あ
る
も
の
を
内
的
と
名
づ
け
、
他
者
の
身
体
お
よ
び
衆
生
と
呼
ば
れ
な
い
も
の
（
非
有
情
數
）
の
も
と
に

あ
る
も
の
を
外
的
と
名
づ
け
る
。
尾
‐
２
］
二
つ
に
は
、
庭
に
お
け
る
内
外
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
心
心
所
の
拠
り
所
（
所
依
）
を
内
的
と
名
づ
け
、

認
知
対
象
（
所
縁
）
を
外
的
と
名
づ
け
る
。
尾
‐
３
］
三
つ
に
は
、
衆
生
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
衆
生
と
呼
ば
れ
な
い
も
の
に
お
け
る
内
外
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
衆
生
と
呼
ば
れ
る
（
有
情
數
）
法
を
内
的
と
名
づ
け
、
衆
生
と
呼
ば
れ
な
い
（
非
有
情
數
）
法
を
外
的
と
名
づ
け
る
。

Ｍ
［
発
智
論
の
］
こ
こ
で
は
た
だ
身
体
の
連
続
（
相
続
）
に
よ
っ
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

川
答
る
。
そ
の
論
を
作
る
も
（

な
ら
難
責
す
る
必
要
は
な
い
。

Ｐ
も
し
内
的
な
法
で
あ
る
な
ら
内
的
な
虚
に
包
摂
さ
れ
る
の
か
、
等
々
と
説
か
れ
て
い
る
。

Ｑ
問
う
。
何
故
に
［
発
智
論
で
］
こ
の
よ
う
な
論
を
作
る
の
か
。

即
答
る
。
そ
の
論
を
作
る
も
の
の
意
向
が
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
向
に
し
た
が
っ
て
論
を
作
る
の
で
あ
る
。
た
だ
法
相
に
違
背
し
て
い
な
い

所
縁
名
外
。
尾
‐
３
］
一

Ｍ
此
中
但
依
相
續
爲
論

即
答
。
彼
作
論
者
意
欲
爾
故
。
随
彼
意
欲
而
作
論
。
但
不
違
法
相
便
不
應
責
。

哩
有
作
是
説
。
爲
止
他
宗
顯
已
義
故
。
謂
有
異
宗
説
内
外
法
皆
非
實
有
。
今
遮
彼
意
明
内
外
法
皆
是
實
有
故
作
斯
論
。

“
然
内
外
法
差
別
有
三
。
尾
１
１
］
一
相
續
内
外
。
謂
在
自
身
名
爲
内
、
在
他
身
及
非
有
情
數
名
爲
外
。
尾
‐
２
］
’
一
虚
内
外
。
謂
心
心
所
所
依
名
内
、

所
縁
名
外
。
［
“
‐
３
］
三
情
非
情
内
外
。
謂
有
情
數
法
名
内
、
非
有
情
數
法
名
外
。

婆
沙
（
巻
珊
）
昌
謄
届
‐
弓

Ｑ
問
。
何
故
作
此
論

Ｐ
若
法
是
内
彼
法
内
虚
攝
耶
乃
至
廣
説
《
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あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
〈
自
己
の
身
体
〉
に
つ
い
て
の
言
及
が
世
間
的
言
説
に
よ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
よ
り
も
や
や

後
退
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
議
論
の
設
定
は
、
内
的
外
的
な
法
が
み
な
実
在
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
外

の
区
分
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
尾
‐
１
］
〈
身
体
の
連
続
〉
や
尾
‐
２
］
〈
虚
〉
や
尾
‐
３
］
〈
衆
生
と
呼
ば
れ
る
も
の
〉
は
み
な
、
諸
法
の
言

説
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
『
婆
沙
論
』
の
議
論
は
、
こ
こ
で
の
第
二
の
観
点

で
あ
る
尾
‐
２
］
虚
に
お
け
る
内
外
の
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
識
根
境
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
内
外
の
区
分
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
同
様
に
『
雑
心
論
」
の
議
論
も
こ
こ
の
庭
に
お
け
る
内
外
の
区
分
を
十
八
界
の
内
外
の
区
分
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
婆
沙
論
」
巻
七
四
の
「
有
説
」
厄
‐
４
］
は
ど
の
議
論
よ
り
も
や
や
特
異
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
倶
舎
論
』
の
内
外
門
の
議
論
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

色
な
ど
を
除
く
。
（
路
号
）

［
色
な
ど
の
六
つ
の
対
象
を
除
い
た
］
六
識
と
六
つ
の
拠
り
所
（
斑
、
皇
国
）
、
こ
れ
ら
が
十
二
の
内
的
な
界
で
あ
る
。
他
方
、
色
な
ど
の
六
つ
の
対

象
（
§
皇
国
）
と
い
う
界
は
外
的
な
も
の
で
あ
る
。

“
自
己
含
ミ
ミ
我
）
が
存
在
し
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
内
的
含
号
急
曽
浄
園
自
己
に
属
す
る
も
の
）
と
か
外
的
と
い
え
る
の
か
。
心
は
、
自
己
認

定
（
亀
言
営
閻
昌
我
執
）
の
拠
り
所
と
な
る
か
ら
、
自
己
で
あ
る
と
同
認
（
§
画
３
愚
仮
説
）
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

シ
六
四
．
画
式
岸
昌
、
（
四
昌
岸
②
④
ｍ
ご

ｑ
ど
れ
だ
け
が
内
的
な
界
（
ａ
ご
ミ
ミ
割
き
目
画
ご
§
）
で
、
ど
れ
だ
け
が
外
的
な
（
訂
ど
き
）
［
界
］
か
。

十
二
が
内
的
な
［
界
］
で
あ
る
。
（
＄
塵
）

十
二
が
内
的
な

一
と
は
ど
れ
か
。

５
．
倶
舎
論
に
お
け
る
内
外
門
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自
己
を
よ
く
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
者
は
天
に
至
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
他
の
と
こ
ろ
で
世
尊
は
、
心
を
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。

心
を
制
す
る
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
。
心
が
制
さ
れ
る
な
ら
楽
が
も
た
ら
さ
れ
る
、
と
。

だ
か
ら
、
眼
な
ど
は
、
自
己
に
類
似
し
た
心
に
と
っ
て
の
拠
り
所
と
い
う
況
位
（
罫
引
亀
８
獄
昌
）
か
ら
見
て
、
近
接
し
た
況
位

⑩

（
営
葛
曽
旨
言
善
§
冒
昌
）
の
故
に
内
的
な
も
の
で
あ
り
、
色
な
ど
は
対
象
と
い
う
況
位
（
鳥
昌
§
訂
昌
）
の
故
に
外
的
な
も
の
で
あ
る
。

叩
そ
う
だ
と
す
る
と
そ
の
場
合
、
六
識
界
は
内
的
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
ま
だ
意
界
の
況
位
（
ミ
ミ
・
詮
目
晨
昌
）
に
到
達
し
て
い

な
い
こ
れ
ら
［
六
識
界
］
は
、
心
の
拠
り
所
と
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

い
か
な
る
と
き
も
、
そ
れ
ら
［
六
識
］
は
同
一
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
［
意
界
］
の
性
格
（
奇
雷
§
口
相
）
を
越
え
川
る
こ
と
は
な
い
。
と
い
う
の

は
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
意
界
は
過
去
の
も
の
の
み
で
あ
っ
て
、
未
来
や
現
在
の
も
の
は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
十
八
界
は
三
世
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
も
し
、
未
来
や
現
在
の
識
に
意
界
の
性
格
が
無
い
と
す
る
な
ら
ば
、

過
去
世
に
お
い
て
意
界
は
定
立
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
存
立
性
格
（
昏
雰
§
画
相
）
が
諸
世
に
わ
た
っ
て
変
化
す
る

（
昌
息
言
３
量
）
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
議
論
は
、
玄
英
訳
の
「
婆
沙
論
」
巻
七
四
の
「
有
説
」
［
“
‐
４
］
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

心
は
自
己
認
定
（
我
執
）
の
拠
り
所
で
あ
る
か
ら
、
心
を
自
己
と
同
認
（
仮
説
）
す
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
の
証
左
と
し
て
『
婆
沙
論
」

と
ま
っ
た
く
同
じ
経
文
が
引
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
『
婆
沙
論
』
は
、
自
己
の
拠
り
所
を
内
的
と
説
き
、
自
己
の
認
知
対
象
を
外
的
と
説
く

と
し
て
い
る
が
、
「
倶
舎
論
」
は
、
そ
れ
を
よ
り
精
確
に
し
て
、
自
己
に
類
似
し
た
心
の
拠
り
所
が
、
近
接
し
た
況
位
に
あ
る
か
ら
、
内

的
と
説
か
れ
、
対
象
の
況
位
に
あ
る
も
の
が
外
的
と
説
か
れ
る
と
す
る
。

内
外
と
い
う
概
念
が
〈
自
己
〉
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
〈
自
己
〉
を
諸
法
の
言
説
の
も
と
に
定
位
し
直
す
こ
と
が
必
要
と

な
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
『
婆
沙
論
」
に
な
ら
っ
て
〈
心
に
対
す
る
自
己
の
同
認
〉
と
し
て
論
ず
る
。
そ
し
て
内
外
の
区
分
は
、
同
認
さ
れ

て
い
る
自
己
で
は
な
く
、
同
認
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
、
心
を
基
準
に
し
て
定
立
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
『
婆
沙
論
』
と
同
様
、
そ
の
拠

り
所
で
あ
る
か
対
象
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
内
外
が
区
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、
心
に
と
っ
て
近
接
し
て
い
る
か
い
な
か

qハ
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い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
倶
舎
論
」
の
議
論
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
『
婆
沙
論
」
に
拠
っ
た
も
の
と
い
え
、
ま
た
有
部
教
義
学
の
諸
法
の

言
説
に
厳
密
に
則
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
衆
賢
の
『
順
正
理
論
」
は
、
『
倶
舎
論
」
の
議
論
を
総
じ
て
否
認
し
、

論
駁
し
て
い
る
。
し
か
し
論
点
は
ほ
と
ん
ど
か
み
合
っ
て
い
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
「
上
座
」
の
説
を
批
判
す
る
が
、

そ
れ
は
内
外
門
の
議
論
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
法
界
」
の
定
義
に
関
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
智
言
§
畔
冨
は
、
こ
の
上
座
説
に
関
説
し
て

⑬

い
る
。
『
顕
宗
論
」
で
は
内
外
門
に
つ
い
て
わ
ず
か
に
定
説
を
述
べ
る
の
み
で
沈
黙
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

と
い
う
あ
ら
た
な
根
拠
を
持
ち
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
的
か
外
的
か
を
定
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
内
的
〉
と
い
う
概

念
が
、
『
倶
舎
論
」
に
お
い
て
は
、
〈
近
接
し
た
況
位
〉
と
定
義
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

『
倶
舎
論
』
の
最
後
に
附
さ
れ
た
配
の
議
論
は
、
い
ま
見
た
内
外
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
蛇
足
と
も
い
え
る
。
内
外
を
区
分
す
る
基
準
自

体
を
内
的
と
い
う
こ
と
に
何
の
問
題
も
な
い
。
む
し
ろ
意
界
の
定
義
に
関
す
る
議
論
を
反
復
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

直
前
に
過
ぎ
去
っ
た
識
を
意
界
と
規
定
す
る
と
、
十
八
界
す
べ
て
が
三
世
に
わ
た
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
規
定
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
「
倶
舎
論
」
は
、
識
蒋
を
説
明
し
終
わ
っ
た
直
後
に
意
界
の
定
義
を
示
し
、
特
に
阿
羅
漢
の
最
後
の
心
も
ま
た

⑪

「
意
と
い
う
況
位
を
も
っ
て
存
立
す
る
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
未
来
や
現
在
の
心
も
意
界
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
議
論
は
意
界
の
規
定
の
再
説
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
意
界
の
議
論
は
『
婆
沙
論
』
に
拠
っ
て
論
じ
た
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
十
八
界
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
（
冥
旨
曽

相
）
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
。
意
界
も
直
後
の
識
の
拠
り
所
と
な
る
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
等
無
間

縁
の
よ
う
な
識
の
拠
り
所
と
な
る
と
い
う
作
用
（
胃
ミ
§
用
）
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
去
の
み
で

⑫

は
な
く
、
未
来
や
現
在
に
も
意
界
の
性
格
は
存
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

６
．
順
正
理
論
と
酎
茸
乱
耳
鼠
に
お
け
る
内
外
門
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が
、
判
然
と
し
な
い
。

安
慧
の
冒
営
到
凰
言
に
は
、
『
順
正
理
論
』
へ
の
再
批
判
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
部
分
の
紹
介
を
も
っ
て
本
稿
を
終
え
る
。

こ
の
奇
妙
さ
の
理
由
は
、
旧
婆
沙
に
は
な
か
っ
た
一
婆
沙
論
』
の
「
有
説
」
［
岨
‐
４
］
の
成
立
事
情
と
絡
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
鉈

『
玉
石
（
８
）
』
蛍
）
い
い
Ｉ
目
四
国
ず
野
ヨ
ン
Ｑ
（
昏
○
）
崖
○
割
凹
司
ｌ
』
ｏ
④
ケ
蝉
Ｆ
玉
で
（
旨
）
、
④
ｍ
ｍ
１
④
』
四
房
Ｆ
ジ
ロ
（
。
ｐ
）
『
、
四
ｍ
１
割
＠
ず
吟

十
一
一
が
内
的
な
［
界
］
で
あ
る
（
患
脚
）
と
。
こ
れ
は
何
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
［
十
二
と
内
的
と
の
］
両
者
と
も
限
定
さ
れ
て

⑭

い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
外
的
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
数
を
示
し
た
だ
け
で
は
個
々
に
［
界
］
を
理
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、
十
一
一
と
は
ど
れ
か
と
問
う
の
で
あ
る
。
そ

の
［
十
二
を
］
制
限
す
る
た
め
に
、
色
な
ど
を
除
く
（
囲
四
ご
と
説
い
て
い
る
。

⑮

「
自
己
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
が
「
内
的
に
」
で
あ
る
。
「
内
的
に
」
と
は
「
内
的
な
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

説
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
［
臣
カ
ナ
ー
ダ
派
の
者
た
ち
（
鴨
曾
翻
§
賞
罰
菖
島
）
な
ど
は
、
自
己
認
定
（
急
言
ミ
奇
昌
）
は
］
自
己
の
属

性
（
噌
首
）
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
自
己
の
認
識
主
体
（
爵
昌
暮
）
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑰

ま
た
自
己
認
定
は
、
心
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
［
心
］
を
除
い
て
自
己
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
［
心
］
に
お
い
て
自
己
判
定
（
ミ
ミ
園
ミ
ミ
我
慢
）
が
定
立
さ
れ
る
ｅ
碁
晶
冒
》
ｓ
§
画
き
§
§
）
の
だ
か
ら
、
、
心
が
自
己
に
他
な

ら
な
い
・
諸
心
所
も
ま
た
心
を
拠
り
所
と
す
る
か
ら
、
心
に
対
し
て
の
み
自
己
が
同
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
心
を
自
己
で
あ
る
と
定
立
し
て
い
る
（
喜
唄
き
》
膏
＆
員
遭
ミ
蝿
偕
菩
憩
哀
《
曽
琶
恩
蕎
冒
ふ
暮
亀
§
〕
負
寒
曽
圏
暮
§
）
と
い
う
こ

と
同
じ
で
あ
る
仮

邑
醒
自
己
が
存
在
し
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
内
的
と
か
外
的
と
い
え
る
の
か
。
例
え
ば
、
戒
が
な
け
れ
ば
、
戒
に
関
す
る
学
習
が
な
い
の

⑯

心
は
、
自
己
認
定
の
拠
り
所
と
な
る
か
ら
云
々
と
。
自
己
の
存
在
を
、
王
張
す
る
者
た
ち
は
、
自
己
認
定
の
拠
り
所
は
自
己
で
あ
る
と



で
あ
る
な
ど
［
心
所
は
心
に
随
転
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
］
、
心
は
内
的
で
あ
り
諸
心
所
は
外
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
何
故
か
」
と
。

色
な
ど
は
、
知
覚
対
象
と
い
う
況
位
で
あ
る
が
故
に
、
遠
く
に
あ
り
、
外
的
な
因
で
あ
り
、
そ
し
て
眼
な
ど
の
［
知
覚
機
能
］
は
、

心
心
所
の
拠
り
所
と
い
う
況
位
で
あ
る
が
故
に
、
近
く
に
あ
り
、
内
的
で
あ
る
と
す
で
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
［
さ
ら
に
］
理
由
を
問
う
の
は
、
た
だ
論
述
を
埋
め
合
せ
す
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
と

の
こ
と
は
ま
た
、
ど
う
し
て
理
解
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
故
に
、
自
己
を
よ
く
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
者
は
云
々
と
言
う
。
さ
ら
に
、

こ
れ
は
他
の
ア
ー
ガ
マ
と
関
連
し
て
同
一
の
こ
と
を
証
す
る
根
拠
（
笥
智
鼻
亀
）
で
あ
っ
て
、
単
一
（
旨
言
習
、
胃
）
で
は
な
い
こ
と
を

示
す
た
め
に
、
ま
た
他
の
と
こ
ろ
で
世
尊
は
云
々
と
説
く
。
そ
の
と
こ
ろ
で
心
が
制
さ
れ
る
な
ら
楽
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
、
心

を
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
自
己
を
よ
く
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
者
は
天
に
至
る
と
い
う
こ
の
場
合
の

「
自
己
」
と
い
う
語
は
心
の
み
を
意
味
し
て
い
る
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

拠
り
所
と
い
う
況
位
か
ら
見
て
、
近
接
し
た
況
位
の
故
に
。
眼
な
ど
の
［
知
覚
機
能
］
の
も
と
に
あ
る
も
の
は
色
な
ど
の
［
知
覚
対

⑱

象
］
に
は
存
在
し
な
い
が
故
に
、
知
覚
対
象
に
住
立
し
て
い
な
い
（
セ
ミ
目
§
瞥
畠
曾
）
心
に
は
、
何
か
拠
り
所
と
い
う
況
位
が
あ

る
の
か
。
［
知
覚
機
能
と
知
覚
対
象
に
は
］
あ
る
差
異
が
あ
る
か
ら
、
心
は
そ
れ
ら
［
知
覚
機
能
］
の
変
化
に
順
じ
て
（
員
己
§
昌
爵

⑲

ミ
ミ
ミ
園
爵
）
変
化
す
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
変
化
に
順
ず
る
が
故
に
、
そ
の
識
は
、
知
覚
対
象
に
住
立
し
て
い
て
も
、
眼
な
ど

［
の
知
覚
機
能
］
に
お
い
て
の
み
命
名
認
知
さ
れ
る
（
鳶
運
員
、
）
の
で
あ
り
、
色
な
ど
［
の
知
覚
対
象
］
に
お
い
て
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
楽
や
苦
の
受
と
連
合
す
る
も
の
は
、
身
体
の
部
位
に
お
い
て
判
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
色
な
ど
の
知
覚
対
象
の
部
位
に

⑳

お
い
て
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
差
異
に
も
と
づ
い
て
、
眼
な
ど
［
の
知
覚
機
能
］
も
色
な
ど
［
の
知
覚
対

象
］
も
と
も
に
識
を
生
ず
る
原
因
で
あ
っ
て
も
、
［
そ
れ
ら
の
う
ち
、
前
者
は
知
覚
の
］
拠
り
所
で
あ
り
、
［
後
者
は
知
覚
の
］
対
象

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ま
た
、
内
的
と
外
的
と
い
う
こ
と
も
［
成
立
す
る
］
の
で
あ
る
。

⑳こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
上
座
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
は
言
う
。

⑳

「
晨
心
と
心
所
は
、
生
起
と
存
続
と
が
同
一
で
あ
り
、
消
滅
と
果
が
同
一

｜

電
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思
わ
れ
る
。

②

の
拠
り
所
と
な
る
と
い
う
こ
と
か
ら
心
を
［
自
己
で
あ
る
と
］
定
立
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
」
と
。
自
己
を
認
識
対
象
と
す
る
も

の
が
自
己
認
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
存
在
を
主
張
す
る
者
た
ち
の
中
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
故
に
ま
た

［
本
論
の
中
で
「
心
は
自
己
認
定
の
拠
り
所
と
な
る
か
ら
自
己
と
同
認
さ
れ
る
」
と
］
こ
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己

⑳

と
い
う
況
位
が
自
己
認
定
の
拠
り
所
と
な
る
の
だ
か
ら
、
心
が
自
己
で
あ
る
と
同
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
内

的
、
外
的
と
区
分
定
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
も
、
さ
ら
に
不
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
［
知
覚
に
対
す
る
］
資
助
（
§
画
閻
昌
）
が
近
い
か
遠
い
か

に
よ
っ
て
、
内
的
で
あ
り
ま
た
外
的
で
あ
る
と
認
め
る
と
す
る
と
、
眼
な
ど
［
の
知
覚
機
能
］
は
、
［
諸
識
に
］
共
通
で
は
な
い

⑳

［
特
別
の
］
拠
り
所
と
い
う
況
位
に
あ
る
か
ら
、
［
知
覚
へ
の
］
資
助
と
い
う
点
で
、
近
く
、
内
的
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、

ま
た
、
色
な
ど
は
、
知
覚
対
象
と
い
う
況
位
に
あ
る
か
ら
、
［
知
覚
へ
の
］
資
助
と
い
う
点
で
、
遠
く
、
外
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

⑳

に
［
彼
自
身
が
後
に
］
詳
細
に
解
説
し
て
い
る
。

ま
た
「
晨
い
く
ら
か
の
心
が
自
己
認
定
の
拠
り
所
と
な
る
か
ら
、
す
べ
て
が
内
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
自
己
認
定

⑳

理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。
自
己
認
定
の
拠
り
所
と
な
る
か
ら
、
心
が
自
己
で
あ
る
と
同
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

［
実
体
的
な
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
る
］
自
己
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
自
性
は
別
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
の
も
の
を
自

⑳

己
と
執
し
て
も
矛
盾
は
な
い
。
例
え
ば
蓮
の
花
を
持
つ
者
の
ご
と
く
で
あ
る
。
貧
な
ど
の
拠
り
所
と
な
る
か
ら
、
そ
の
人
の
心
は
た

⑳

だ
染
汚
さ
れ
た
の
み
で
あ
る
と
同
認
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

ま
た

彼
［
サ
ン
ガ
バ
ド
ラ
］
は
言
う
。
「
晨
自

手
ま
裾
Ｌ

「
夛
諸
心
所
は
内
的
で
あ
る
。

「
室
少
《
負
な
ど
の

拠
り
所
と
な
る
か
ら
、
す
べ
て
が
煩
悩
と
連
合
（
相
応
）
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
差

⑲

心
に
拠
る
も
の

己
は
つ
ね
に
そ
の
よ
う
に
対
象
に
対
し
て
［
自
在
に
活
動
す
る
も
の
と
し
て
］
定
立
さ

と
い
う
況
位
の
故
に
近
接
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る

異
を
立
て
る

｜

’

34



も
し
内
的
な
眼
な
ど
［
の
知
覚
機
能
］
が
、
識
の
拠
り
所
と
い
う
況
位
に
な
る
な
ら
ば
、
「
そ
う
だ
と
す
る
と
そ
の
場
合
、
六
識

界
は
」
云
々
と
。
「
と
い
う
の
は
、
ま
だ
意
界
の
況
位
に
到
達
し
て
い
な
い
こ
れ
ら
」
と
は
、
直
前
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
い
う
況

位
に
到
達
し
て
い
な
い
六
［
識
界
］
で
あ
る
。
現
在
や
未
来
の
も
の
は
心
の
拠
り
所
に
な
ら
な
い
。
直
前
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
い

⑰

う
況
位
は
、
眼
な
ど
の
識
界
と
し
て
定
立
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
六
［
識
］
の
な
か
で
、
直
前
に
過
ぎ
去
っ
た
識
が
意

⑱

で
あ
る
」
（
国
囹
ご
と
［
本
論
に
］
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
の
と
こ
ろ
で
意
界
が
定
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑲
⑩

い
か
な
る
と
き
も
、
過
去
で
あ
っ
て
も
現
在
で
あ
っ
て
も
、
〔
そ
れ
ら
］
眼
識
界
な
ど
は
同
一
の
ま
ま
で
あ
る
か
ら
、
意
界
で
あ
る
。

識
が
過
ぎ
去
っ
た
場
合
に
、
以
前
に
無
か
っ
た
意
界
の
況
位
（
壁
ミ
曹
謹
§
畠
ミ
ミ
）
に
到
達
す
る
に
せ
よ
、
眼
な
ど
の
識
界
の
況
位

は
取
蔑
を
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
。
こ
の
場
合
、
拠
り
所
［
と
い
う
況
位
］
と
認
知
対
象
と
い
う
況
位
に
よ
っ
て
、
自
己
認

定
の
拠
り
所
が
心
で
あ
る
と
認
め
る
の
で
あ
っ
て
、
認
知
対
象
と
い
う
況
位
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
［
だ
か
ら
］
諸
心
所
は
自

⑳

己
認
定
の
拠
り
所
で
は
な
い
。

自
己
と
名
↓
、

動
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
心
が
調
伏
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
心
所
も
ま
た
調
伏
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。

⑬

あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
」
と
。

れ
る
。
そ

こ
れ
ら
の
教
説
は
心
を
主
要
な
も
の
と
す
る
。

②

（
以
下
二
行
、
意
味
不
明
》
目
鈩
又
８
苣
臼
区
‐
興
目
醇
曼
三
○
盲
吊
冥
‐
巴

（
量
ミ
ミ
慧
曽

以
下
二
行
、

ま
た
「
弓

ヱ
ン

Ｏ
‐
一
‐
‐
し

諸
心
所

言
口
Ｊ
刈
一
旧
人
－
Ｖ

「
晨
諸
心
所
も
ま
た
自
己
で
あ
る
と
い

れ
は
ま

つ
ご
画

嵩・
OO

園
ごー

画
一

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
］
導
出

意
味
不
明

子
一
「
ノ
３
一

Yー

=つ

た
自
己

Ｖ
一

』
も
［
自
己
と
名
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
］
導
出

が
故
に
、
ま
た
「
［
心
は
］
独

一
三
，
一

刃
心
」

疋
の）鋤

拠
り
所

詞

ノ
一
条

バ
ュ
る
か

し
なう

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
ど
の
点
か
ら
否
認
す
る
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
有
身
見

い
。
な
ぜ
な
ら
［
諸
心
所
は
］
そ
れ
［
心
］
に
依
っ
て
の
み
対
象

っ
、
、
ｂ
ま
つ

り
で
働
く
」

州
＃
い
て
Ｊ
〃
Ｉ
Ｕ
Ｉ
丁
ハ
七
三
１
１
ｊ
斤
眼
‐

ね
に
対
象

、
為
自
ら
画
、
口

雷
ミ
ミ
）
と
［
経
中
に
］

口
Ｋ
一
声
コ
リ
源
っ

す
る
｝

口

ひ
三）

と
に
な
る
で
辛

て
お

，
口
１
卜
い
」
弐
画
糸
〃
し
ｊ
て
心

ｒ
″
孝
寺
才
力

〕

兄

そ凶
Ｉ
）
一
。
、
３
ｊ
画
，
、
「

の
ろ
う
。
［
諸
法
は
］
意
に
従

し１
－ 寺

迅

蛙

弁
－
ん
ら

る

力
ら の

対
象
も
な
し
に

に
対
し
て
活

｢－_一

諸

に
従
う

心
所
も ’
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略
号

玉
六
ｍ
写
」
罫
量
言
ミ
ミ
ざ
骨
罫
團
旨
．
両
昌
す
ぐ
祠
冠
国
島
閏
』
》
ら
Ｓ

里
ョ
艸
崔
、
固
【
貝
医
記
』
屋
汽
ｐ
醤
切
顛
虜
】
塵
（
）
、
弓
虐
、
日
置
乏
口
函
口
ｇ
§
§
白
．
ロ
函
崔
目
員
胃
）
固
置
．
国
富
昌
曙
閉
巨
口
（
嵐
固
冒
ご
少
忌
＄

の
シ
巷
営
獄
勲
笥
逵
罫
員
言
ミ
ミ
ざ
３
９
熱
宮
、
両
旦
ご
ロ
弓
○
四
冨
国
ゞ
ら
思
烏
府
冒
冒
弄
ら
ご

（
ミ
崎
一
亀
吻
。
甥
曾
ご
曽
言
旨
、
鳥
息
亀
薫
言
ミ
吻
喜
員
）
が
す
で
に
存
在
す
る
に
せ
よ
、
［
意
界
と
い
う
存
立
性
格
が
］
消
滅
す
る
の
で
は

な
い
。
と
い
う
の
は
、
識
は
、
他
の
識
の
拠
り
所
と
い
う
況
位
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
界
と
し
て
定
立
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
［
六
識
は
い
か
な
る
と
き
も
］
意
界
と
い
う
存
立
性
格
を
越
え
出
る
こ
と
は
な
い
。

も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
と
言
う
。
も
し
現
在
や
未
来
の
識
が
意
界
で
は
な
い
と
す
る
と
、
過
ぎ
去
っ
た
と
し
て
も
、
意
界
で
あ
り
か

⑪

つ
眼
な
ど
［
の
識
］
で
あ
る
と
知
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
意
界
は
過
去
の
も
の
の
み
と
な
る
云
々
と
言
う
。
も
し
意
界

が
過
去
の
も
の
の
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
う
い
う
［
難
点
が
］
あ
る
の
か
。
そ
れ
故
に
十
八
界
は
云
々
と
言
う
。

で
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
［
十
八
界
は
三
世
に
属
す
る
も
の
と
］
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
故
に
ま
た
も
し
、
未
来
や
現
在
の
識

に
云
々
と
言
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
根
拠
を
述
べ
て
、
と
い
う
の
は
、
存
立
性
格
が
諸
世
に
わ
た
っ
て
変
化
す
る
一
」
と
は
な
い
か
ら
で

あ
る
と
言
う
。
変
化
と
い
う
の
は
、
未
来
に
他
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
に
他
の
も
の
で
あ
り
、
過
去
に
他
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

⑫

こ
と
で
あ
る
。
［
こ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
］
あ
ら
ゆ
る
努
力
は
無
意
味
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
存
在
況
位
と
そ
の
存
在
況
位
に
な
い
も
の
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
時
に
よ
っ
て
、
述
定
で
き
あ
る
い
は
述
定
で
き
な
い
と

⑬

い
う
点
で
相
違
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
存
立
性
格
が
一
致
し
な
い
が
故
に
、
相
互
に
生
ず
る
こ
と
も
不
合
理
で
あ
る
。

諸
識
が
他
の
識
の
拠
り
所
に
な
る
と
い
う
況
位
は
、
自
性
の
上
か
ら
、
常
時
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
「
六
［
識
］
の
な

か
で
、
直
前
に
過
ぎ
去
っ
た
識
が
意
で
あ
る
」
甲
弓
号
）
と
い
う
こ
の
こ
と
は
、
［
六
識
が
］
過
ぎ
去
っ
た
場
合
、
［
意
界
と
し
て

⑭

ま
た
六
識
界
と
し
て
、
そ
の
存
立
性
格
が
］
変
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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注①
「
界
品
」
と
い
う
品
名
に
つ
い
て
、
普
光
は
四
つ
の
解
釈
を
示
し
、
そ
の
第
四
解
に
「
こ
の
品
は
広
く
諸
門
を
も
っ
て
十
八
界
の
義
を
分
別
す
。

故
に
界
を
も
っ
て
名
を
標
す
。
纈
虚
は
し
か
ら
ず
」
と
す
る
。
「
光
記
』
（
仏
教
体
系
倶
舎
論
第
ご
己
弓
参
照
。
ま
た
法
寶
も
同
様
に
「
こ
の
品

は
、
多
門
を
も
っ
て
界
を
分
別
す
る
が
故
に
、
こ
れ
に
由
る
が
故
に
分
別
界
品
と
名
づ
く
」
と
す
る
。
「
寶
疏
」
（
仏
教
体
系
倶
舎
論
第
二
で
扇

参
照
。
ま
た
圓
暉
「
頌
疏
』
（
仏
教
体
系
倶
舎
論
頌
疏
第
一
）
℃
急
参
照
。

②
目
背
（
８
百
ｓ
＆
由
》
具
吾
○
）
獣
隠
出
Ｑ
旧
澤
で
言
）
弓
馬
‐
ｇ
巳
匙
（
２
）
ｇ
農
＆
敦
埋
文
書
の
漢
訳
実
義
疏
第
三
巻
の
相
当
個
所
は
つ

ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
「
澤
日
。
自
下
、
簡
拝
諸
法
品
類
、
委
細
分
別
有
見
等
性
。
故
有
斯
問
謂
お
宮
謂
↓
餘
）
如
論
文
。
何
以
此
中
唯
分
別
界
品

類
差
別
、
不
分
別
悪
虚
之
品
類
。
約
界
分
類
、
相
貌
易
知
文
句
簡
略
善
。
約
瀕
虎
分
別
品
類
、
即
文
句
煩
廣
分
別
有
漏
等
義
理
難
見
。
是
以
唯
約
界

分
別
、
不
約
蕊
虎
」
（
「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
實
義
疏
」
整
理
者
蘇
軍
ｇ
ｇ
目
》
方
廣
錯
主
編
『
蔵
外
佛
教
文
献
』
第
一
輯
、
北
京
乞
顎
》
己
駒
腫

」
助
北
京
図
書
館
収
蔵
ぞ
侭
誤
呂
〕
第
三
○
紙
一
五
’
一
九
行
）
。
ま
た
「
順
正
理
論
』
は
「
有
見
等
門
義
類
差
別
、
界
中
具
顯
根
境
識
故
、
諸

門
義
類
易
可
了
知
。
故
今
且
約
十
八
界
群
。
由
斯
調
虚
義
類
已
成
」
皀
醒
甜
茜
ｇ
‐
届
）
と
す
る
。
ま
た
『
阿
毘
曇
心
論
経
』
に
は
「
境
界
最
廣
故

建
立
於
界
欲
説
種
種
義
」
Ｓ
豈
弓
鵲
〕
三
○
勗
臼
ゞ
困
學
扇
‐
Ｅ
）
と
い
う
。

③
こ
の
点
に
つ
い
て
は
か
っ
て
論
じ
た
。
拙
槁
「
「
縁
起
」
の
意
味
領
域
ｌ
職
伽
行
唯
識
学
派
の
場
合
ｌ
」
（
真
宗
大
谷
派
教
学
研
究
所
『
教
化
研

究
』
一
○
六
号
ら
自
弓
電
‐
＄
）
、
お
よ
び
「
無
明
と
諸
行
ｌ
「
倶
舎
論
」
に
お
け
る
心
と
形
ｌ
」
（
「
日
本
仏
教
学
会
年
報
」
第
五
七
号
ら
闇
」

弓
５
１
扇
）
参
照
。

Ｆ
シ
侶
画
訂
§
§
震
昌
尋
』
『
延
寒
武
言
、
弓
員
ざ
含
熟
画
．
Ｆ
シ
つ
き
Ｈ
勺
①
匡
晶
＆
旨
○
口
（
（
〕
国
昌
ｚ
○
．
留
置
）
》
Ｆ
シ
Ｑ
｛
○
角
）
①
侭
①
＆
筐
○
冒
角
：
○
百
胃
）
．
邑
呂
）

ｚ
シ
ゞ
与
国
§
屋
畠
亙
昌
玄
英
訳
『
阿
毘
達
磨
順
正
理
論
』
Ｑ
肖
陪
〕
岸
）
勗
馬
．

○
ヨ
《
○
宮
口
①
“
①
目
骨
冒
冨
大
正
新
脩
大
蔵
経

婆
沙
玄
英
訳
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
の
屋
囿
別
室
ｏ
勗
怠

旧
婆
沙
》
浮
陀
祓
摩
訳
「
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
〔
淫
弓
鵲
ゞ
三
○
届
合

『
汚
目
ざ

一
心
画
』
）

目
頁
冒
笥
勲
笥
堅
罫
ミ
言
ご
冨
亀
ざ
奇
罫
掛
旨
熟
画
‐
目
睡
で
哺
○
Ｈ
雨
）
の
置
口
、
＆
冨
○
ご
Ｓ
国
邑
目
ｚ
ｏ
閉
計
）
】
弓
酔
竺
帛
○
胃
．
同
）
の
品
の
＆
昼
○
目
角
○
言
百
三
○
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⑦
冒
冒
ミ
ミ
曽
阻
弓
且
Ｑ
且
自
画
や
侭
畠
○
扇
廻

⑧
国
蜀
曽
ご
Ｓ
噌
巴
旨
匡
Ｑ
・
国
言
目
軍
烏
》
ｚ
ｏ
蔚
巳

⑨
あ
る
法
が
確
定
的
に
実
在
す
る
（
菅
、
ミ
智
§
冒
さ
§
言
嘗
言
菖
菖
）
か
否
か
と
い
う
議
論
は
、
嵐
昌
冨
ご
§
言
で
臨
畠
ゞ
臼
畠
》
爲
毘
に
す

で
に
見
ら
れ
、
そ
れ
が
認
知
対
象
の
問
題
（
且
婆
沙
閉
浮
辰
‐
庁
〕
旧
婆
沙
隠
留
品
吉
躁
塗
罫
ミ
菅
ご
冒
旨
ご
層
Ｒ
昌
息
訂
運
ｓ
と
巴
‐
だ
届
〕
ｚ
Ｐ

３
号
や
巴
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
法
の
自
性
の
問
題
（
＆
．
識
身
足
論
農
浮
Ｐ
バ
ミ
言
ご
具
言
弓
・
畠
？
届
岸
婆
沙
匡
胃
ら
‐
ｇ
〉

］
．
国
匡
由
〕
］
ご
ｚ
ふ
ゞ
弓
恩
目
、
§
言
曽
巳
闇
．
Ｅ
‐
届
巴
』
誤
や
ゴ
ミ
員
言
ミ
ミ
忌
竪
舟
凰
計
と
巴
‐
お
届
）
に
ま
で
及
ぶ
。

⑩
厘
冒
凹
穐
隠
匿
○
計
の
旨
（
巨
“
》
、
画
曾
い
§
嵩
息
冨
目
長
勺
印
、
、
曽
吻
§
薑
ミ
３
ｓ
の
指
摘
に
し
た
が
っ
て
、
写
本
通
り
の
読
み
を
取
る
。

⑪
エ
嵐
国
昏
届
目
且
白
‐
弓
Ｃ
ｅ
》
§
旨
営
ミ
§
・
罫
き
き
ｇ
昌
蚤
目
ご
胃

⑫
婆
沙
器
弓
届
‐
２
旧
婆
沙
胃
豐
届
ｌ
ｇ
稗
婆
沙
論
（
瞳
浮
勗
‐
ｇ
）
に
は
こ
の
議
論
な
し
。

⑬
Ｑ
め
シ
ち
』
‐
と
い

ｐ

⑭
Ｑ
ド
ル
員
互
器
農
４
Ｆ
醇
員
。
匡
）
認
農
当
￥
「
こ
れ
は
何
が
限
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
つ
ま
り
、
十
二
は
内
的
な
も
の
だ
け
で
あ
る
の
か
、

ロ
。

④
原
テ
ク
ス
ト
に
は
。
切
諸
法
無
有
欲
心
」
と
あ
る
。
後
に
見
る
玄
英
訳
の
『
婆
沙
論
』
の
相
当
個
所
は
「
法
無
作
用
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
詔

「
欲
心
」
も
「
作
用
」
も
と
も
に
、
想
定
原
語
琴
心
の
訳
で
あ
る
と
見
な
し
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

⑤
有
部
教
義
学
に
と
っ
て
の
最
大
の
問
題
で
あ
る
三
世
実
有
説
や
作
用
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
槁
「
『
倶
舎
論
」
に
お
け
る
本
無
今
有
論

の
背
景
ｌ
「
勝
義
空
性
経
』
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
四
四
号
己
憩
）
参
照
。

の
背
景
ｌ
「
勝
義

⑥
二
十
九
頁
参
照

⑮
Ｑ
，
の
Ｐ
且
腿
‐
腱
《
「
「
自
己
に
つ
い
て
」
と
い
う
こ
と
が
「
内
的
に
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
自
己
に
関
わ
っ
て
」
と
い
う
こ
と
が
「
内
的
に

と
Ｉ

そ
れ
と
も
十
二
だ
け
が
内
的
で
あ
る
の
か
（
号
員
乱
員
ご
ミ
ミ
冨
§
画
息
乱
烏
冒
昌
忌
旨
言
薄
暮
）
。
両
者
と
も
限
定
し
て
い
る
。
限
定
に
よ
っ
て
、

そ
れ
以
外
は
外
的
で
あ
る
こ
と
が
成
立
す
る
。
」
（
Ⅱ
の
少
量
圏
》
息
言
旨
昌
詮
習
‐
§
画
ミ
§
ミ
蔚
司
§
ミ
ミ
亀
愚
昌
Ｓ
§
§
ｇ
冨
言
自
尽
爵
尊
言
ミ
）

傍
線
部
四
は
侶
醇
の
補
足
説
明
に
あ
た
り
、
傍
線
部
ご
は
い
シ
か
ら
の
転
用
で
あ
る
。

傍
線
部
が
弓
シ
と
一
致
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
あ
る
い
は
」
以
下
は
め
少
の
補
足
で
あ
る
。

で
あ
る
。
「
内
的
に
」
と
は
「
内
的
な
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
内
に
あ
る
諸
存
在
」
が
「
内
的
な
も
の
‐
一
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
」
（
目
量
ミ
塁
ヘ
ミ
寄
登
ロ
ミ
ご
一
目
曽
自
料
〕
ｓ
豆
岑
電
目
ご
ミ
ョ
ミ
営
量
己
、
昼
ご
目
曽
画
己
．
口
匙
琴
廷
目
ミ
＆
ミ
⑮
ご
回
へ
琴
》
一
目
害
員
居
回
唇
》
曾
琴
廷
画
ご
葛
、
ご
動
罫
勵
ご
回
国
輿
言
冒
、
量
訪
、
暑
↑
）



⑳
Ｑ
⑦
姿
置
路
‐
計
岸
「
で
は
、
近
接
し
た
況
位
と
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
識
が
そ
の
変
化
に
順
ず
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

識
は
眼
な
ど
［
の
知
覚
機
能
］
に
お
い
て
の
み
命
名
認
知
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
色
な
ど
［
の
知
覚
対
象
］
に
お
い
て
で
は
な
い
、
と
［
述
べ
ら
れ
て

い
る
］
・
な
ぜ
な
ら
ば
、
心
は
、
知
覚
機
能
に
関
係
し
て
い
る
身
体
の
部
位
に
お
い
て
判
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
知
覚
対
象
の
部
位
に
お
い
て
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
」
念
息
曾
巷
暮
営
’
画
ご
自
画
暮
苫
息
薗
ご
§
．
蔦
葛
画
胃
冒
園
琶
ミ
ョ
耳
員
凰
闘
昌
量
邑
旨
層
ご
員
言
蔦
目
雷
震
３
ｓ
助
ど
き
画
萱
忌
慧
ミ
ミ
嵩
【
息
避
ミ
宛
言
色

、
§
国
鳥
ご
旨
貫
冨
量
・
ミ
ミ
ミ
ミ
魯
畠
Ｓ
息
員
患
、
奇
き
§
導
曾
ミ
ミ
号
ミ
蝿
冒
農
亀
ミ
ミ
ミ
，
）

こ
の
議
論
は
、
シ
【
国
彦
震
鼠
‐
韻
（
四
目
‐
怠
）
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
、
知
覚
機
能
が
識
の
拠
り
所
と
よ
ば
れ
る
理
由
と
、
識
が
知
覚
機
能

の
名
を
も
っ
て
命
名
さ
れ
る
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑳
こ
の
節
弓
客
（
８
）
］
ｇ
司
肖
シ
員
ｇ
ｏ
盲
目
烏
》
感
【
口
吻
ざ
鼠
曾
…
か
ら
弓
菩
（
８
盲
巴
司
肖
エ
貝
吾
○
百
呂
司
、
司
ミ
ミ
ミ
邑
鼠
号
ま
で
に

⑲
目
醇
頁
８
旨

り
除
い
て
読
む

⑯
Ｑ
ｚ
Ｐ
器
ｇ
ご
‐
扇
》
「
我
禮
既
無
、
内
外
何
有
。
非
無
淨
戒
、
有
淨
戒
依
」
。
こ
こ
の
「
浄
戒
」
は
含
亀
に
、
「
浄
戒
依
」
は
「
浄
戒
に
依
る

［
学
］
」
あ
る
い
は
「
浄
戒
に
つ
い
て
の
［
学
］
」
と
い
う
意
味
で
薫
箇
詮
跳
昌
営
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

「
戒
に
関
す
る
学
習
」
（
暮
員
き
、
言
い
曾
冨
息
曾
〕
慧
自
忌
曽
ミ
薯
）
に
つ
い
て
は
、
シ
尻
、
写
器
図
中
勗
参
照
昌
彼
ら
は
な
ぜ
有
学
（
奇
爵
園
）

で
あ
る
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
漏
を
断
蓋
す
る
た
め
に
常
に
三
学
（
窯
§
、
暑
画
）
に
つ
い
て
の
学
習
を
常
態
と
し
て
い
る
か
ら
（
窯
冨
冒
登
ミ
昌
耳
）

で
あ
る
。
［
三
学
と
は
］
戒
に
関
す
る
も
の
（
画
き
笥
園
ミ
）
と
心
に
関
す
る
も
の
（
負
忌
冒
曽
蒼
）
と
慧
に
関
す
る
も
の
（
画
き
せ
ミ
ミ
ミ
）
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
［
三
学
］
は
、
戒
と
三
昧
と
菫
と
を
自
性
と
し
て
い
る
」
。
ま
た
ａ
の
シ
留
酌
圏
１
ｇ
》
含
鼠
静
ミ
ミ
一
員
言
含
§
宮
§
員
ミ

・
ｒ
Ｌ

、
、
副

旨
ご
ミ
、
、
ご
葛
負
旨
量
闇
討
鴬
ご
ｓ
§
も
貝
冒
自
量
昌
．

⑰
目
菅
（
８
）
］
ｇ
当
月
シ
二
宮
○
直
Ｓ
扇
《
「
な
ぜ
な
ら
そ
の
［
心
］
を
除
い
て
自
己
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
号
冒
ミ
倉
蜘
侭
息
ミ
ミ
高

昌
鼠
曾
ご
富
『
〃
、
。
）
に
対
し
て
、
Ｆ
少
又
豆
＄
扇
一
門
少
員
２
）
認
馬
山
Ⅱ
「
そ
れ
は
ま
た
、
分
別
［
に
す
ぎ
な
い
も
の
］
で
あ
る
自
己
は
存
在
し

な
い
の
だ
か
ら
、
人
我
の
主
張
（
宮
島
ａ
ｓ
昌
島
）
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
（
計
旨
億
再
品
、
ａ
迂
侭
ミ
ミ
、
ａ
、
富
討
討
〕
隠
侭
睡
侭

曽
曽
昌
冒
、
ざ
国
営
旨
、
旦
菅
員
曾
、
宮
口
巴
と
言
う
。

⑱
意
味
不
明
。
弓
曾
（
８
百
ｇ
ｇ
時
目
醇
曼
昏
○
巨
弓
冨
当
》
量
狩
一
画
８
噌
曾
ミ
ミ
葛
員
急
智
信
‐
暮
崎
鴨
億
吋
尽
き
甥
冒
島
哩
亀
婬
員
冒
ご
罵
言
言

、
患
い

卜

（
８
）
圃
阜
酌
自
鴻
員
寺
｝
５
肩
弓
司
“
曽
畠
ミ
曾
司
碁
、
堕
曾
冬
曽
ご
ミ
信
四
冨
匂
曹
智
員
テ
ク
ス
ト
の
否
定
辞
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
、
取
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対
応
す
る
文
は
Ｆ
ン
に
は
な
い
。
後
注
⑯
の
箇
所
ま
で
。

⑳
心
随
転
（
ミ
ミ
ミ
ご
ミ
・
誉
）
に
つ
い
て
は
、
シ
【
囚
冒
麗

⑳
、
自
鍔
其
８
）
畠
（
）
弓
１
野
弓
少
曼
弓
○
百
呂
烏
‐
印
惑
奇

傍
線
部
分
は
ヱ
ン
か
ら
の
引
用
と
見
る
。
Ｑ
ｚ
シ
四
ｇ
＆
ふ
》
何
縁
一
生
一
住
一
滅
一
果
等
心
心
所
中
、
説
心
名
内
心
所
為
外
。

⑳
目
鴻
冥
８
）
届
］
烏
山
一
目
Ｐ
員
ｓ
ｏ
）
ら
辞
令
、
出
ｇ
侭
雰
言
包
曾
穂
》
萬
冒
ご
忌
畠
胃
、
冒
営
吻
奪
ｏ
冒
吻
富
へ
旨
、
ミ
冨
含
農
冒
『
べ

傍
線
の
部
分
は
ヨ
シ
か
ら
の
引
用
と
見
る
。
Ｑ
ｚ
少
尉
Ｏ
Ｓ
“
是
能
依
性
、
対
彼
所
依
極
親
近
故
、
転
応
名
内
。

⑳
弓
シ
其
８
）
届
旨
鰐
目
シ
呉
吾
○
苣
吊
呂
志
急
で
あ
る
が
、
曾
吻
と
読
む
。

⑳
Ｑ
童
少
憩
胃
困
‐
器
＊
若
法
與
此
似
我
之
心
為
不
共
益
、
彼
名
為
内
。
與
此
相
違
余
法
名
外
。
故
諸
心
所
無
成
内
失
。

⑳
目
菩
（
８
苣
巴
隠
占
肖
醇
員
号
。
）
］
吊
島
当
》
腎
畠
旨
畠
§
碧
昌
亀
侭
・
旦
園
員
ミ
侭
冨
畠
ミ
瀞
営
曾
等
ミ
ミ
営
曾
ご
曹
勲
言
↓
冨
吻
向
員
》
ミ
侭

誉
琶
曽
○
Ｎ
琴
、
い
、
口
冨
一
、
旨
い
園
『
謹
製
韓
、
園
韓
葛
、
苫
ご
司
麓
、
画
〕
《
、
討
廷
ご
い
へ
ミ
い
い
種
、
赴
冒
晦
吻
、
ロ
、
昌
璋
、
幽
屋
旨
晦
怠
、
、

Ｑ
ヨ
シ
承
胃
巨
‐
屋
》
又
心
少
分
是
我
執
依
、
一
切
心
依
皆
名
為
内
。
由
此
不
応
作
如
是
釈
、
我
執
依
止
故
、
仮
説
心
為
我
。

⑳
目
曾
（
８
）
］
巴
農
角
シ
員
昏
○
百
呂
閏
》
迂
侭
四
号
噌
息
こ
、
畠
登
侭
冒
幕
営
甘
さ
，
§
蔦
言
曾
ご
言
》
・
…

⑳
弓
曾
（
《
○
百
日
昌
自
臣
喜
。
盲
呂
匡
》
曽
畠
旨
畠
迂
頁
＆
侭
員
亀
さ
頚
曾
ご
§
言
薑
曾
ざ
冒
其
言
ご
葛
、
ミ
ミ
。
薑
ミ
§
寝
曾
§
侭
ご
畠
言
蓄
頚

曾
、
‐
罰
ミ
ｇ
艮
詐
ご
員
曾
、
‐
電
ミ
堕
橦
営
鼠
曾
吻

Ｑ
ヱ
シ
忠
言
屋
‐
５
又
少
分
心
負
等
故
、
応
一
切
心
皆
成
染
汚
。
或
少
分
心
尋
伺
依
故
、
一
切
応
成
有
尋
有
伺
。
此
既
不
爾
。
彼
云
何
然
。
差

こ
れ
に
対
し
以
下
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
想
定
す
る
。

Ｄ
ｌ
、
。

豈
胃
・
凰
畔
３
月
諒
嗜
目
量
洋
、
、
ご
画
、
昌
昌
菖
冒
さ
亀
ミ
、
『
画
曇
回
旨
ミ
ミ
罫
回
幅
肉
心
一
置
屋
ご
Ｓ
詞
吻
ミ
画
乱
ご
貝
へ
奇
曽
負
営
高
角
ご
塁
ご
巳
葛
冒
浄
運
員
、

島
ご
侭
馬
営
吻
苛
め
タ
ミ
葛
埆
言
ミ
ミ
冒
奇
、
電
種
ｓ
Ｎ
訂
旨
ミ
習
昌
雪
，
冒
詞
罫
へ
吻
鷺
Ｓ
侭
旨
ミ
ｋ
隠
し

画
一

計
へ

言．
罪
○

い
き
勗
奪
ご
『
§
ミ
ミ
ｓ
ミ
ミ
、
冒
劃
・
題
ミ
も
畠
、
ご
計
ご
Ｎ
言
い
ご
園
罫
竪
旨
侭
弓
昌
・
写
、
愚
ミ
．
ａ
胃
）
言
言
『
卿
↓
詞
侭
§
雷
ミ

『
。、

Ｓ
‐
ミ
ミ
碑
、
口
‐
壼
狩
ミ
（

○
』
．
ｚ
シ
い
①
Ｃ
Ｏ
』
甲

別
因
縁
不
可
得
故
、

こ
れ
に
対
し
以
下
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
想
定
す
る
。

ｓ
曾
昔
吻
忌
ミ
旨
、
雪
ミ
き
き
§
言
蜀
忌
罵
。
昌
胃
ミ
ミ
昌
迂
蒼
冨
ミ
ミ
営
昌
冒
曽
詞
島
葛
冒
》
静
ミ
ヨ
目
貫
、
罰
営
、

的
ご
鼠
曾
島
畠
瞥
昌
曾
飼
崎
島
畠
函
侭
曾
ご
畠
言
鴨
侭
．
奇
農
頃
曾
ミ
ミ
冒
舌
侭
Ｅ

》

。
〔
．
Ｆ
醇
謂
）
（
旨
）
④
○
四
吟
Ｆ
Ｐ
ｇ
（
。
こ
）
『
④
固
い

闇
‐
望
め
（
匙
目
‐
臼
）
を
参
照
。奇

弓
Ｓ
侭
器
量
吻
奇
②
ご
ミ
旨
晦
昔
ご
冨
弓
厨
奇
暮
言
漣
言
四
脚
亀

旨
い
罫
画
忌
司
画
吻
画
量
叱
●
琴
国
辱
》
ミ
号
園
琴

鷺
皇
冒
門
司
巴
、
苫
へ
冒
蛸
司
厘
毎
負
ミ
ミ
画
媚

’
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こ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
教
説
に
つ
い
て
は
、
ｂ
言
蒼
蒼
§
国
島
岸
脚
胃
一
婆
沙
目
屋
参
照
。

⑭
目
渥
又
８
巨
巴
藍
‐
即
日
津
具
号
○
）
己
淫
今
印
、
画
言
曽
曾
罰
鼠
厨
旨
号
心
曽
耳
ミ
ミ
昌
穂
ミ
吻
冒
辱
塁
畠
ミ
ミ
ミ
昌
之
ミ
ミ
ミ
鼠
奇
曾
ミ
ミ

ご
冨
冒
，
口
唇
馬
忌
固
葡
ミ
マ
員
四
冒
的
琶
昌
、
角
ミ
国
営
②
訂
竺
胃
冒
葛
匙
震
雰
冒
蕎
、
ｐ
韓
侭
廷
種
ミ
冴
言
葛
廻
ざ
ぎ
量
画
蔦
葛
旨
ミ
、
ざ
苫
画
凰
闘
奇
曽
ミ
旨
冒
鷺
ミ
ロ

ミ
苫
園
目
逗
画
蒼
胃
侭
冒
迂
頁
曾
ざ
琶
守
恩
鼠
曾
鴬
登
員
曾
ミ
ミ
冒
尽
畠
四
侭
愚
鳶
置
旨
忌
侭
員
典
噌
侭
廻
、
ご
腎
稠
言
曽
奇
侭
§
ご
堕
忌
ミ
冴
言
旨

】
■

建
具
ご
ロ
畠
ご
冨
洩
侭
曾
島
感
冒
『
‐
“
Ｓ
冒
鷺
蒼
堕
胃
ご
瞳
畠
冒
ミ
ミ
冨
奇
罫
昌
言
（
［
］
内
は
割
注
・
）

■
）

⑮
弓
シ
叉
８
）
屋
房
働
弓
シ
員
三
○
）
ご
夢
中
＠
号
‘
旨
畠
ミ
蜀
逗
碁
増
員
旨
侭
吻
亀
萬
冒
ご
種
畠
言
ミ
ミ
鼠
ご
自
信
駐
侭
島
畠
凋
磑
暮
品
昌
ミ
ミ

》
甲

胃
凰
冒
息
、
高
貝
鳥
冒
、
旨
畠
昌
、
胃
、
ミ
、
ａ
、
言
畠
、
３
旨
ご
言
、
葛
、
ご
号
、
貝

Ｑ
ヨ
シ
獣
Ｒ
扇
‐
品
》
又
彼
何
能
遮
心
所
等
我
執
依
性
。
以
有
身
見
縁
五
取
穂
為
境
界
故
。
是
故
彼
釈
理
定
不
然
。

⑳
Ｆ
シ
は
こ
の
個
所
ま
で
注
を
欠
く
。

⑰
弓
醒
又
８
巨
罵
巴
‐
蝉
弓
シ
・
言
○
百
ｓ
巴
‐
陣
曽
吻
言
ミ
頚
冒
号
営
倉
琴
侭
冒
葛
吻
、
具
習
畠
い
ぎ
雰
営
ご
島
冒
さ
頚
曾
ご
嵩
ミ
ョ
苫
、
暮
鴎
、
葛

Ｑ
ｚ
醒
患
胃
畠
‐
ｇ
》
若
爾
何
縁
説
心
為
我
。
恒
於
自
境
自
在
行
故
。
我
謂
於
自
境
常
自
在
行
。
心
曾
無
有
時
不
行
自
境
。
故
一
切
心
皆
名
為
我
。

⑬
、
艮
冥
８
巨
巴
馬
‐
吟
、
目
シ
昊
昏
○
百
房
菌
‐
跨
い
＄
言
匂
冒
ご
震
畠
冒
量
亀
ミ
員
画
旨
畠
畔
言
息
ミ
．
巴
Ｓ
『
・
恩
、
ミ
Ｑ
ミ
吻
侭
。
蕾
冒
吋
。
胃
ご
曹
、
‐

坤

島
侭
胃
侭
営
ｓ
閏
遭
員
冒
、
贈
ミ
》
頚
、
畠
、
ご
腎
罫
ミ
言
ミ
ミ
§
『
鳶
基
固
守
§
ｇ
画
き
。
蕎
回
首
罵
曽
哩
ミ
守
艮
、
ご
号
馬
ミ
の
冒
曾
へ
晶
冒
ミ
ミ
鼠

ご
ミ
侭
鷺
曽
吻
罫
畠
守
畠
包
ミ
守
邑
、
雰
慰
苫
、
ロ
ー
冨
守
忌
守
、
ご
侭
圏
、
Ｓ
‐
冒
冒
葛
も
爲
慧
】
‐
苫
Ｓ
旨
い
ミ
馬
曽
吻
四
呂
冒
吻
討
、

Ｑ
ヱ
ン
患
（
）
品
（
）
‐
闇
》
非
諸
心
所
亦
得
我
名
。
意
為
上
首
故
。
経
説
独
行
故
。
彼
要
依
心
能
行
境
故
。
如
諸
心
所
雌
亦
調
伏
而
但
就
勝
説
調
伏
心
。

、
、
司
曾
（
８
百
智
匡
‐
蝉
目
Ｐ
昊
吾
○
百
品
冨
山
《
鳥
言
、
ビ
ミ
奇
ざ
§
急
ミ
鴨
言
函
智
目
、
冨
言
旨
慰
冒
一
ミ
ミ
高
島
旨
畠
信
ミ
．
瀞
営
、
ミ

ミ
葛
旨
９
ｓ
、
ご
計
い
き
目
ミ
》
員
胃
置
堂
ミ
尽
琶
ミ
ミ
罵
詮
胃
〉
墓
錆
廻
暮
こ
量
営
鼠
曾
》
‐
電
菖
ご
碁
禽
ご
国
言
号
言
冨
冒
ご
ミ
旨
員
、
．

》

こ
の
中
の
旨
、
罫
言
旨
冒
目
｝
ミ
に
対
し
て
、
号
ミ
ミ
ミ
ミ
昌
嵐
晶
鷺
と
い
う
割
注
が
あ
る
。
旨
、
＆
言
間
目
§
雷
と
読
む
。
ま
た
ミ
ミ
鐵
を

⑳
弓
涯
又
８
）
］
臼
鳥
目
シ
貝
吾
。
）

⑪
自
答
（
８
苣
曽
巨
肖
シ
昊
吾
。
）

の
箇
所
を
巷
ｇ
Ｒ
ミ
首
討
と
読
む
。

○
屍
ｚ
シ
い
⑦
Ｃ
Ｏ
唖
？
い
い
＋

説
我
亦
然
。
唯
心
非
所
。

苫
回
国
畔
宇
と
華
叫
辛
ひ
０

己
浮
陣
旨
罫
言
Ｑ
ｓ
蕾
罵
ざ
富
意
味
不
明
。

巳
馨
嘩
冒
曾
冒
曇
ミ
ミ
こ
の
箇
所
に
対
し
て
、
量
、
言
》
、
ミ
ミ
ミ
号
と
い
う
割
注
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
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Ｆ
シ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

Ｆ
菩
言
）
呂
顧
‐
副
Ｆ
シ
昊
且
ご
ｇ
‐
い
そ
れ
故
に
、
未
来
や
現
在
の
識
の
存
立
性
格
は
ま
た
過
去
の
［
識
の
存
立
性
格
］
で
も
あ
り
、
未
来
や

現
在
の
識
は
ま
た
意
界
と
い
う
存
立
性
格
を
も
つ
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
過
去
の
時
に
そ
の
存
立
性
格
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。

ａ
霞
、
言
ご
‐
ミ
ミ
ョ
官
、
息
鴎
冒
ご
ミ
。
言
鴨
冒
島
菖
廻
ｓ
言
、
，
ご
ミ
飼
言
越
菖
吻
言
嵩
ミ
ミ
習
信
旨
忌
曾
号
琶
旨
包
謎
冨
冨
ご
寓
侭
旨
謹
ミ
ミ
ミ
言
曾
、

辿

地

暮
鴎
曾
雫
ミ
ミ
鶴
曾
合
琶
廻
島
言
竜
ご
慧
畠
冒
旨
員
ビ
ミ
奪
忌
言
蒼
い
ざ
辱
冨
き
§
ミ
ミ
、
言
Ｓ
冨
曾
、
瞥
昌
、
ミ
、
ご
き
よ
ぎ
、
ミ
ミ
ぃ
旨
器
津

『
葛
ご
琴
自
蕎
葛
ご
冠
蕊
挙
琴
、
‐
堂
｛
ご
画
『
冨
冗
匙
昼
○
手
、

Ｉ
‐

ト

⑭
目
曾
（
８
）
］
箇
馬
‐
野
弓
シ
員
吾
ｏ
）
］
ｇ
亘
‐
い
へ
鷺
、
言
Ｓ
雪
曾
弓
匂
言
愚
員
ミ
ミ
言
い
き
亀
ミ
曾
識
匂
冒
曾
彌
言
雪
題
唇
§
冨
巴
貝
唇
〕
息
。
量
信
鷺
罫

⑨
目
曾
（
８
巨
圏
呂
自
鈩
員

の
｛
．
Ｐ
シ
℃
（
官
）
①
○
ず
岬
ド
ジ
・
〈

こ
こ
は
Ｆ
シ
に
よ
っ
て
読
む
。

＠
日
Ｐ
も
（
８
）
岳
画
匡
一
目
シ
」
（

Ｆ
シ
は
、
こ
の
一
文
を
欠
く
。

⑬
弓
曾
（
日
直
尉
匡
‐
岬
弓
シ

ミ
農
守
善
口
包
、
画
》
逗
、
Ｇ
Ｓ
ｈ
富
言
画

⑳
弓
曾
（
８
）
屋

門
醇
匹
さ
巳
司
①
い
い

山
ざ

甲
的
吐

狩
香
Ｓ
琶
蜂
『
ご
ミ
ヘ
ミ
ご
ミ
萱
、
Ｓ
‘
伽
凋
雪
国
館
、
国
ミ
ロ
ビ
ミ
巷
。
、

胃
匪
は
こ
の
一
文
を
欠
く
。
Ｑ
白
Ｌ
Ｐ
又
豆
ｇ
“
野
旧
ン
（
兵
ｏ
屋
）
ご
品

⑬
シ
【
、
声
巨
ｇ
《
冨
菖
園
冒
§
画
ミ
ミ
ミ
ミ
蒼
己
言
§
ミ
ミ
ミ
尋
葺
き
冒
ミ
ミ

⑲
弓
曾
言
）
届
母
砕
弓
シ
貸
昏
。
）
ｇ
苦
い
ミ
侭
唱
量
§
ｇ
ミ
堕
冒
曾
薫
言
↓
鼠
奇
鷺
唄
冒
冬
§
ぬ
鳥

国
．
Ｆ
シ
も
（
旨
）
ｇ
凹
司
Ｆ
Ｐ
昊
目
）
ご
農
“
ミ
侭
四
ミ
ヘ
ミ
ｇ
ミ
尋
閣
、
昌
寒
園
昌
員
昌
８
頚
冒
冬
合
唱
ゼ
ミ
幕
§
四
爵

明 〔
澪
．
Ｆ
シ
も
（
旨
）
＠
つ
四
、
激

Ｆ
シ
に
よ
っ
て
読
む
。

弓
醇
。
諄
○
）
］
い
い
四
四

目
シ
又
８
）
屋
母
旬
日
臣
言
○
百
８
３
ミ
ミ
電
熱
冒
営
吻
合
侭
ご
烏
昏
き
い
愚
昌
忌
鴎
曾
冨
，
営
箒
電
ミ
．
、
ミ

ロ
也

自
崖
冥
官
這
９
脚
ド
ジ
貝
ｏ
巳
忌
呂
亀
員
曹
専
国
ミ
ミ
ミ
廻
蒼
侭
奇
旨
噴
曾
、
‐
墨
、
息
ミ
‐
菖
食
ミ
ミ
）
噂
ミ
‐
ざ

旨
い
い
ず
兵
弓
透
旦
（
吾
○
）

』
絡
匡
‐
岬
弓
冑
兵
吾
○
旨
ｇ
当
‐
匡
哩
冬
侭
冒
曾
骨
畠
罫
侭
冒
営
ミ
ミ
曾
島
函
奇
旨
侭
旨
忌
倉
ふ
ざ
Ｑ
旨
ご
‐
園
へ
葛
詐
ご
口
§
、
ミ
ミ
［
幕

ミ
、
胃
》
寺
暮
員
曾
曽
鼠
曾
ミ
ミ
ダ
ミ
ミ
言
豈
ご
骨
言
蕎
ミ
ミ
ミ
↓
ミ
言
斡
、
昌
蔦
）
尋
喜
§
暮
忌
暮
蔦
的
，
曾
旨
員
↓
言
司
噴
ミ
意
味
不

》
。

弓
雷
兵
吾
○
）
罠
石
島
は
「
意
界
で
は
な
い
」
と
す
る
が
、
こ
こ
は
本
論
と
Ｆ
シ
に
よ
っ
て
読
む
。
具
旧
曾
言
）
ｇ
“
剤

』
○
①
虹
司
罫
ロ
ミ
吻
ら
口
乳
〉
守
口
乳
、
画
匙
冨
再
ご
尽
乳
、
口
、
吋
竺
屋
、
‐
、
。
、
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Ｆ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

旧
鴎
頁
岩
）
琶
司
‐
雷
巴
一
Ｆ
胄
兵
目
）
ご
窟
‐
吟
そ
れ
故
に
、
諸
識
が
［
他
の
］
識
の
拠
り
所
と
な
る
と
い
う
自
性
は
、
常
時
存
在
す
る
の
で
は
な

く
、
「
六
［
識
］
の
な
か
で
、
直
前
に
過
ぎ
去
っ
た
識
が
意
で
あ
る
」
合
‐
弓
号
）
と
い
う
よ
う
に
、
過
去
の
諸
［
識
］
を
殊
別
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
過
去
・
未
来
・
現
在
の
六
識
界
が
と
も
に
内
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

号
べ
蔦
旨
、
ミ
ミ
暮
曾
、
碁
困
曾
ミ
ロ
ミ
員
ロ
ミ
ロ
ご
息
ミ
暮
閣
、
艮
凰
§
電
ご
菖
侭
獄
ご
苫
ミ
ミ
ミ
罫
Ｓ
鼠
。
貝
ご
胃
碁
、
苫
、
曾
弓
冨
旨
苫
一
ミ
ミ
侭
営
迂
圏

営
画
罫
画
蝿
曾
旨
、
、
苫
ミ
弓
尋
鴎
叱
●
§
埆
旨
高
畠
旨
尽
号
恩
ａ
感
冒
、
回
、
琶
昌
昌
吻
奇
曽
ご
昌
噌
葛
、
Ｓ
‐
頚
ミ
胃
蔦
葛
葛
貝
登
璽
菖
旨
、
謎
冒
、
口
昌
畠
、
言
画
昌
噌

地

曾
§
冨
廻
島
胃
ミ
営
農
畠
守
ミ
ミ
ミ
急
ミ
碁
禺
、
艮
寒
§
厨
尋
侭
、
ミ
旨
侭
言
§
蛸
的
ミ
ミ
ミ
Ｎ
訂
鈎
ご
凰
冒
、
喝
§
営
至

§
§
吻
罫
口
ご
萬
向
員
鳥
こ
員
貰
い
号
ミ
感
冒
旨
ミ
ミ
菌
ご
藍
、
，
昌
曾
蒼
鼠
号
碁
鴎
雰
言
興
国
ミ
式
曽
晦
宮
辻
冨
ご
昌
忌
侭
甘
言
、
く
ぎ
Ｓ
冨
忌
塵
習
長

冨
苫
ａ
、
言
宜
宜
○
梗
吾
鴎
銭
ｇ
ふ
く
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