
う
力
こ
そ
α
柘
本
酢

標
題
に
掲
げ
た
問
題
、

イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
研
究
の
現
段
階
は
、
原
始
佛
教
の
領
域
に
お
い
て
も
、
大
乗
佛
教
の
領
域
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
の
根

本
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
山
積
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
、
そ
れ
ら
の
大
問
題
を
さ
て
お
い
て
、
個
別
の
佛

教
文
献
の
文
献
学
的
研
究
を
集
積
し
つ
つ
あ
る
、
と
で
も
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
た
く
し
は
、
も
ち
ろ
ん
個
別
の
佛
教
文
献
の
文
献
学
的

研
究
が
重
要
で
な
い
、
な
ど
と
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
個
別
の
佛
教
文
献
を
徹
底
的
に
研
究
し
根
本
的
に
理
解
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
よ
う
に
し
て
掘
り
下
げ
ら
れ
た
ト
レ
ン
チ
と
ト
レ
ン
チ
を
つ
な
ぐ
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
全
体
の
基
本
プ
ラ
ン

も
復
元
さ
れ
得
る
の
だ
、
と
考
え
て
、
自
分
で
も
自
分
な
り
に
原
始
佛
教
や
大
乗
佛
教
の
個
々
の
経
論
の
文
献
学
的
研
究
を
積
み
重
ね
て

き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
研
究
し
て
き
て
、
最
近
と
く
に
、
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
全
体
の
流
れ
の
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う

な
根
本
問
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
か
、
を
自
覚
す
る
こ
と
な
し
に
、
個
別
の
佛
教
文
献
の
文
献
学
的
研
究
だ
け
に
埋
没
し
て
し
ま
う
こ
と

は
、
け
っ
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
憂
盧
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
敢
え
て
試
み
て
み
た
い
と
考
え
た
こ
と
は
、
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
の
根
本
問
題
の
一
つ
を
あ
ら
た
め
て
提
起
し
て
み
よ

う
、
か
つ
そ
の
根
本
問
題
を
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
作
業
仮
説
を
も
提
出
し
て
み
よ
う
、
そ
の
上
で
、
そ
の
よ
う
な
作
業
仮
説
が
、
こ
こ
に

弥
勒
論
害
に
お
け
る
「
虚
妄
分
別
」
の
起
源
に
つ
い
て

弥
勒
論
耆
に
お
け
る
「
虚
妄
分
別
」
の
起
源
に
つ荒

牧
典
俊

い
｝
し 、
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を
解
明
す
る
上
で
、
ど
こ
ま
で
有
効
か
、
を
検
証
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
作
業

仮
説
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
虚
妄
分
別
」
の
起
源
と
い
う
何
で
も
な
い
よ
う
に
見
え
て
、
い
ま
だ
に
説
明
の
つ
い
て
い
な
い
根
本

問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
、
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
示
唆
し
て
み
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
い
ま
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
の
根
本
問
題
の
一
つ
と
言
っ
た
の
は
、

イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
に
お
い
て
原
始
佛
教
思
想
の
根
本
の
宗
教
体
験
は
何
で
あ
り
、
大
乗
佛
教
思
想
の
根
本
の
宗
教
体
験
は
何
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
り
あ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
根
本
問
題
は
、
無
限
に
複
雑
な
多
様
き
わ
ま
り
な
い
問
題
だ
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
が
、
逆
に
無
限

に
易
簡
な
純
一
き
わ
ま
り
な
い
問
題
だ
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
可
能
な
限
り
易
簡
な
純
一
な
る
面
に
近

づ
け
て
原
始
佛
教
思
想
と
大
乗
佛
教
思
想
そ
れ
ぞ
れ
の
根
本
の
宗
教
体
験
を
定
義
す
る
仮
説
を
提
出
し
て
お
い
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

「
虚
妄
分
別
」
の
起
源
と
い
う
未
解
決
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
原
始
佛
教
思
想
と
大
乗
佛
教
思
想
の
根
本
の
宗
教
体
験
を
、
最
も
易
簡
な
本
性
に
即
し
て
定
義
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う

な
定
義
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
当
面
の
作
業
仮
説
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
定
義
を
提
出
し
て
お
く
。

Ｈ
原
始
佛
教
思
想
の
根
本
の
宗
教
体
験

イ
ン
ド
古
代
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
儀
文
化
の
伝
統
が
、
数
百
年
の
間
に
ど
ん
ど
ん
堕
落
し
て
い
っ
て
「
輪
廻
業
思
想
」
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ

て
し
ま
っ
た
と
き
に
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
人
や
苦
行
者
達
が
出
現
し
、
「
有
」
「
無
」
の
テ
ー
ゼ
を
主
張
し
て
論
争
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
こ
で
釈
尊
は
、
か
れ
ら
の
「
有
」
「
無
」
の
ド
グ
マ
が
自
我
意
識
に
由
来
す
る
こ
と
を
批
判
し
、
出
家
し
て
森
林
に
あ
っ
て
禅
定

修
行
し
つ
つ
、
い
ま
こ
こ
の
自
己
存
在
の
無
意
識
の
深
層
を
究
明
す
る
、
そ
し
て
「
無
我
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
し
聖
者
と
な
っ
て
説

法
す
る
、
と
い
う
中
道
の
修
行
道
を
教
え
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
佛
弟
子
達
の
数
世
代
は
、
い
ま
こ
こ
の
自
己
存
在
に
お
い
て
一
一
ヒ

リ
ズ
ム
を
根
本
転
回
し
、
聖
者
と
な
っ
て
説
法
し
な
が
ら
、
新
し
い
佛
教
文
化
の
歴
史
を
創
造
し
て
い
く
ｌ
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
が
体
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口
大
乗
佛
教
思
想
の
根
本
の
宗
教
体
験

釈
尊
に
は
じ
ま
る
原
始
佛
教
の
伝
統
が
数
百
年
の
間
に
東
イ
ン
ド
か
ら
西
イ
ン
ド
へ
、
さ
ら
に
南
イ
ン
ド
や
西
北
イ
ン
ド
へ
と
拡
が
っ

て
い
っ
て
、
佛
塔
を
中
心
と
す
る
佛
教
活
動
に
お
い
て
原
始
佛
教
経
典
や
ジ
ャ
ー
タ
カ
な
ど
が
創
作
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら

が
四
阿
含
あ
る
い
は
五
ニ
カ
ー
ャ
ヘ
と
集
成
さ
れ
る
、
と
考
え
る
が
、
お
そ
ら
く
紀
元
前
後
一
世
紀
頃
に
は
、
そ
の
創
作
活
動
が
、
ぴ
た

り
と
停
止
す
る
、
そ
れ
と
と
も
に
新
し
く
急
速
に
数
を
増
や
し
て
い
く
佛
塔
に
お
い
て
佛
像
が
出
現
し
は
じ
め
、
そ
れ
ら
の
佛
塔
や
佛
像

を
中
心
に
大
乗
経
典
運
動
が
展
開
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
大
乗
経
典
運
動
と
は
、
い
ま
や
佛
像
と
し
て
い
ま
す
諸
佛
や
諸
佛
の

菩
薩
行
を
ほ
め
う
た
い
つ
づ
け
て
三
昧
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
入
り
、
諸
佛
を
諸
佛
た
ら
し
め
る
「
空
性
」
あ
る
い
は
「
無
生
法
」
を
さ
と

る
や
、
そ
ち
ら
か
ら
し
て
根
本
転
回
せ
し
め
ら
れ
て
「
忍
」
を
与
え
ら
れ
「
授
記
」
を
与
え
ら
れ
「
不
退
転
」
菩
薩
に
な
る
、
と
い
う
宗

教
体
験
を
体
験
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
Ｉ
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
が
体
得
す
る
根
本
の
宗
教
体
験
は
、
諸
佛
を
ほ
め
う
た
い
つ
づ

け
て
三
昧
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
お
い
て
「
空
性
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
せ
し
め
ら
れ
て
菩
薩
に
な
る
、
と
で
も
定
義
す
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
そ
れ
を
「
諸
佛
か
ら
人
間
へ
の
根
本
転
回
」
の
宗
教
体
験
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
原
始
佛
教
思
想
と
大
乗
佛
教
思
想
の
根
本
の
宗
教
体
験
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
人
間
存
在
が
い
ま
こ
こ
の
無
意
識
の

深
層
を
究
明
し
て
い
っ
て
『
無
我
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
し
て
聖
者
に
な
る
」
こ
と
で
あ
り
、
「
諸
佛
を
ほ
め
う
た
っ
て
い
っ
て
『
空

性
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
せ
し
め
ら
れ
て
菩
薩
に
な
る
」
こ
と
で
あ
る
、
と
定
義
し
て
お
い
た
上
で
、
以
下
に
お
い
て
具
体
的
に
文
献

に
即
し
て
論
じ
て
み
た
い
こ
と
は
、
こ
う
で
あ
る
Ｉ
西
北
イ
ン
ド
地
方
の
一
地
域
（
か
り
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
し
て
お
く
）
に
お
い
て
原

始
佛
教
思
想
の
伝
統
を
継
承
し
発
展
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
琉
伽
行
者
達
の
『
玲
伽
師
地
論
」
「
摂
事
分
」
（
く
四
の
言
“
§
四
四
冨
昌
以
下
く
ぽ
）

得
す
る
根
本
の
宗
教
体
験
は
、
か
れ
ら
な
る
人
間
存
在
が
、
い
ま
こ
こ
の
自
己
存
在
の
無
意
識
の
深
層
を
究
明
し
て
い
っ
て
「
無
我
」
を

さ
と
っ
て
根
本
転
回
し
て
聖
者
に
な
る
、
と
で
も
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
を
「
人
間
か
ら
聖
者
へ
の
根
本
転
回
」
の
宗
教
体

験
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う

３



「
有
情
世
間
」
（
ｍ
鼻
ぐ
堅
○
百
）
と
「
器
世
間
」
（
９
劃
目
巴
○
百
）

「
所
取
」
（
四
目
百
）
と
「
能
取
」
（
唱
豐
画
冨
）

．
切
種
子
識
」
（
切
閏
ぐ
口
目
印
厨
白
昼
副
口
胄
ご
）

「
無
始
時
来
の
相
互
因
果
」
（
呂
且
時
型
房
呂
の
日
吾
四
岳
冒
国
昌
冒
団
）

な
ど
の
諸
概
念
が
、
同
地
方
の
他
の
地
域
（
か
り
に
タ
キ
シ
ラ
と
で
も
し
て
お
く
）
に
お
い
て
大
乗
佛
教
思
想
の
伝
統
を
継
承
し
発
展
さ

せ
つ
つ
あ
っ
た
琉
伽
行
者
達
の
一
大
乗
経
典
『
入
一
切
佛
境
界
智
光
明
荘
厳
経
」
に
み
ら
れ
る

「
虚
妄
分
別
」
（
号
冨
国
冨
尉
時
巴
冒
）

な
る
概
念
と
融
合
す
る
、
と
い
う
よ
り
は
、
よ
り
正
確
に
い
え
ば
、
後
者
の
系
統
か
ら
成
立
し
て
き
た
「
弥
勒
論
書
」
の
「
虚
妄
分
別
」

が
、
前
者
の
諸
要
素
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
「
虚
妄
分
別
」
の
哲
学
と
し
て
完
成
す
る
、
か
く
し
て
両
系
統
の
「
人
間
か
ら
聖

者
へ
」
と
「
諸
佛
か
ら
人
間
へ
」
の
根
本
転
回
の
宗
教
体
験
が
同
一
の
根
本
転
回
で
あ
る
と
知
っ
て
、
人
間
存
在
が
い
ま
こ
こ
の
無
意
識

の
深
層
を
究
明
し
て
い
っ
て
「
無
我
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
す
れ
ば
、
即
ち
諸
佛
を
ほ
め
う
た
っ
て
い
っ
て
「
空
性
」
を
さ
と
っ
て
根

本
転
回
せ
し
め
ら
れ
菩
薩
に
な
る
こ
と
だ
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
人
間
存
在
が
無
意
識
の
深
層
を
究
明
し
て
い
っ
て
「
空
性
」
を
さ
と

っ
て
根
本
転
回
せ
し
め
ら
れ
菩
薩
に
な
る
、
と
い
う
「
入
無
相
方
便
相
」
の
菩
薩
道
が
成
立
す
る
、
と
。
こ
こ
に
お
い
て
原
始
佛
教
思
想

の
人
間
存
在
の
深
層
の
哲
学
と
大
乗
佛
教
思
想
の
諸
佛
・
菩
薩
の
慈
悲
行
の
哲
学
が
、
「
虚
妄
分
別
」
を
介
し
て
つ
な
が
り
あ
っ
て
、
一

つ
の
「
虚
妄
分
別
」
の
哲
学
佛
教
哲
学
そ
の
も
の
Ｉ
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

に
お
い
て
成
立
し
た
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古
来
、
ヴ
ェ
ー
ダ
文
化
の
淵
藪
の
地
で
あ
っ
た
西
北
イ
ン
ド
地
方
で
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
東
方
遠
征
以
来
、
ミ
リ
ン
ダ
王
等

の
ギ
リ
シ
ャ
系
諸
王
や
パ
ル
テ
ィ
ァ
王
、
サ
カ
族
や
ク
シ
ャ
ン
族
等
の
異
民
族
が
侵
入
し
て
「
絹
の
道
」
↑
の
貿
易
の
利
権
を
独
占
し
よ
う

と
す
る
、
し
か
も
、
か
れ
ら
す
べ
て
が
、
佛
教
に
帰
依
し
佛
教
寺
院
を
建
立
し
佛
塔
・
佛
像
等
を
寄
進
し
て
佛
教
文
化
を
繁
栄
さ
せ
る
。

か
く
し
て
古
来
の
ヴ
ェ
ー
ダ
文
化
に
代
わ
っ
て
、
ミ
リ
ン
ダ
王
の
時
代
以
来
、
漸
次
に
原
始
佛
教
思
想
の
伝
統
を
継
承
し
展
開
し
、
や
が

て
「
説
一
切
有
部
（
切
閂
乱
昌
乱
烏
）
」
な
ど
と
自
称
す
る
よ
う
に
な
る
「
琉
伽
行
者
」
（
冒
協
３
国
）
や
阿
毘
達
磨
哲
学
者
達
が
、
定
住

し
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
か
れ
ら
の
佛
教
思
想
を
理
解
す
る
た
め
の
史
料
と
し
て
は
、
『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問
い
」

（
置
罠
善
§
旨
き
亀
）
、
留
日
響
閏
畏
の
“
の
”
辱
恩
目
、
き
ざ
員
）
（
安
世
高
訳
冒
地
経
」
等
及
び
竺
法
護
訳
履
行
道
地
経
』
と
し
て
伝

存
）
、
斎
伽
師
地
論
』
（
写
恩
§
息
言
冒
）
等
、
及
び
説
一
切
有
部
系
の
阿
毘
達
磨
論
害
等
が
、
伝
存
す
る
。
さ
ら
に
近
時
に
は
、
か
れ

ら
が
伝
え
た
原
始
佛
教
経
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
あ
る
い
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
写
本
の
原
典
研
究
も
、
さ
か
ん
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
玲
伽
行
者
達
が
、
か
れ
ら
に
独
自
の
修
行
道
を
実
践
し
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん
無
意
識
の
深
層
の
事
実
を
究
明
し
て
い
っ
た
修

行
記
録
と
も
い
う
べ
き
「
琉
伽
師
地
論
』
、
そ
の
中
の
第
五
層
に
相
当
す
る
「
摂
事
分
」
に
注
目
し
て
、
そ
こ
に
、
「
虚
妄
分
別
」
思
想
に

摂
取
さ
れ
て
構
成
要
素
と
な
る
諸
概
念
が
成
立
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
因
み
に
、
わ
た
く
し
は
、
一
九
八
三
年

の
本
学
会
に
お
い
て
講
演
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、
『
琉
伽
師
地
論
』
に
集
成
さ
れ
た
諸
文
献
が
、
次
頁
に
表
示
す
る
よ
う
な
新
古
層
へ

分
析
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
作
業
仮
説
を
提
言
し
た
。
そ
の
後
も
、
こ
の
作
業
仮
説
を
実
証
す
る
よ
う
に
研
究
を
つ
づ
け
な
が

ら
、
な
か
な
か
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
故
に
、
い
ま
だ
に
出
版
し
て
い
な
い
。
深
く
葱
槐
す
る
。
本
稿
も
、
そ
の
作
業
仮
説
に
も

と
づ
い
て
「
虚
妄
分
別
」
の
起
源
を
論
証
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
節
『
琉
伽
師
地
論
』
「
摂
事
分
」
に
み
ら
れ
る
「
所
取
・
能
取
」
等
の
諸
概
念

附
『
解
深
密
経
』
「
分
別
玲
伽
品
」
に
お
け
る
「
唯
識
観
行
」
の
成
立

3



【原始佛教系統】【大乗佛教系統】

「声聞地」第一層

／“二・
第一層

／
／／ 第三層

第二層「摂事分」

『二万五千頌般若経」

｢智光明荘厳経』等 ｢菩薩地」

『解深密経』『究寛一乗宝性論」

｢法法性分別論』

｢大乗荘厳経論』

｢中辺分別論』

｢有心地摂決択分」

｢五識身・意地」等の本地分

『現観荘厳論」 『摂大乗論』

｢唯識三十頌』

さ
て
、
上
に
も
論
及
し
た
よ
う
に
、
西
北
イ
ン
ド
地
方
の
ガ
ン
６

ダ
ー
ラ
地
域
に
お
い
て
は
、
原
始
佛
教
の
伝
統
を
継
承
す
る
琉
伽

行
者
達
が
「
玲
伽
師
地
論
』
の
諸
層
を
創
作
し
つ
つ
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
そ
れ
よ
り
少
し
離
れ
た
、
例
え
ば
タ
キ
シ
ラ
地
域
の
よ

う
な
と
こ
ろ
で
は
大
乗
経
典
を
創
作
す
る
系
統
の
琉
伽
行
者
達
が

活
躍
し
て
い
た
と
仮
説
す
る
。

上
表
の
よ
う
な
作
業
仮
説
に
も
と
づ
い
て
理
解
す
る
と
き
、
原

始
佛
教
系
統
の
琉
伽
行
者
達
の
思
想
を
伝
え
る
『
琉
伽
師
地
論
」

「
摂
事
分
」
が
、
ど
の
よ
う
な
課
題
を
も
っ
て
い
た
か
を
、
ご
く

簡
単
に
説
明
し
て
お
く
。
ま
ず
『
声
聞
地
」
第
一
居
、
第
二
層
及

び
第
三
層
に
お
い
て
琉
伽
行
者
達
の
修
行
道
体
系
が
完
成
さ
れ
、

と
く
に
媛
・
頂
・
忍
・
世
第
一
法
位
の
「
止
・
観
」
行
に
よ
っ
て

「
転
依
」
（
根
本
転
回
獣
国
冨
冒
時
目
日
）
を
体
得
し
「
見
道
」

に
入
っ
て
四
諦
を
現
観
し
四
沙
門
果
を
得
る
、
と
い
う
実
践
的
修

行
道
が
実
践
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
つ
づ
く

「
摂
事
分
」
に
お
い
て
は
、
と
く
に
「
見
道
」
で
四
諦
を
現
観
し

た
後
に
、
「
修
道
」
を
修
行
す
る
と
き
に
、
ど
の
よ
う
に
最
深
層

の
煩
悩
が
減
し
て
阿
羅
漢
果
を
得
る
か
、
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
修
行
道
位
の
最
上
位
に
お
け
る
問
題
を



つ
ぎ
に
、
あ
ら
ゆ
る
生
成
流
転
す
る
諸
存
在
は
、
二
種
類
の
世
間
的
存
在
よ
り
な
る
と
同
定
さ
れ
る
。
即
ち
㈲
主
体
的
な
有
情
世
間
存
在
と
口

客
体
的
な
器
世
間
存
在
で
あ
る
。
㈲
主
体
的
な
有
情
世
間
存
在
は
、
生
ま
れ
て
き
て
輪
廻
す
る
存
在
で
あ
る
が
、
口
他
方
〔
客
体
的
な
器
世
間
存

在
〕
は
、
そ
う
で
は
な
い
。
〔
前
者
の
〕
生
ま
れ
て
き
て
輪
廻
す
る
存
在
は
、
〔
後
者
の
〕
客
体
的
な
器
世
間
存
在
と
対
比
す
る
と
き
、
五
種
の
相

違
に
よ
っ
て
相
違
し
て
い
る
。
即
ち
〔
第
一
の
相
違
と
し
て
は
、
後
者
〕
客
体
的
な
器
世
間
存
在
が
輪
廻
す
る
存
在
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
普

遍
的
な
共
通
存
在
と
し
て
で
あ
る
が
、
〔
前
者
〕
生
ま
れ
て
き
て
輪
廻
す
る
存
在
が
輪
廻
す
る
存
在
と
し
て
存
在
す
る
の
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の

有
情
が
独
自
に
〔
積
集
し
て
き
た
善
悪
業
と
い
う
〕
原
因
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
第
一
の
原
因
の
相
違
で
あ
る
：
、

思
惟
す
る
た
め
に
「
雑
阿
含
経
』
に
ふ
く
ま
れ
る
全
て
の
経
典
（
一
部
、
中
阿
含
経
の
経
典
も
ふ
く
ま
れ
る
）
を
独
自
の
し
か
た
で
解
釈

し
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な
最
深
層
の
宗
教
体
験
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
蔚
伽
師
地
論
』
「
摂
事
分
」
を
読
解
す
る
上
で
の
文
献
学
的
、
あ
る
い
は
思
想
史
的
な
諸
問
題
を
論
ず
る
こ
と
を
、
一
切
、

省
略
し
、
唯
々
、
次
節
に
論
ず
る
「
虚
妄
分
別
」
思
想
の
要
素
と
な
る
最
深
層
概
念
を
説
い
て
い
る
節
だ
け
を
選
び
出
し
て
、
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
文
を
想
定
し
つ
つ
解
読
を
試
み
る
。

１
Ｊ

胃
）
丘
彦
倒
］
凹
口
四
ｍ
四
Ｈ
ｐ
ｍ
四
円
四
宮

ロ
倒
切
凶
〔
岸
い
く
四
日
｛
§
…
．
．
骨
什

ロ
。
、

つ
ぎ
に
、
あ
ら
ゆ
る
‐
』

巨
○
］
四
言
の
ｐ
口
許
ぐ
口
も
四
時
四
唇
、
四
⑳
印
匹
時
の
○
］
四
宮
の
印
Ｈ
画
の
四
門
○
ぐ
の
ｑ
耳
画
く
国
○
ず
写
且
ｍ
ｐ
ｍ
、
四
目
届
四
門
自
己
色
も
の
穴
切
目
凹
扁
）
ｐ
ｄ
ｏ
里
〕
ず
一
Ｈ
Ｐ
印
倒
旦
伺
い
国
の
口
四
、
旦
口
・
ロ
《
由

ご
岸
冒
理
臼
屈
闇
日
出
国
｝
］
困
巳
勧
国
ロ
の
ロ
印
昌
Ｈ
ぐ
閏
昌
口
伝
、
一
割
厨
四
日
の
閏
閉
茸
里
８
房
勝
里
弓
削
叫
堅
ご
野
四
口
回
斥
剖
口
目
①
ロ
ミ
昼
四
日
頁
い
弓
四
日
四
戸
副
凹
‐

Ｉ
有
情
世
間
（
切
昌
ぐ
巴
○
百
）
と
器
世
間
今
冨
冒
〕
巴
○
宮
）

ｊ、

ぐ
の
、
」
．
傍
心
（
目
目
四
○
笥
因
庁
昌
・
勺
胃
①
『
ず
鰐
口
』
鐺
Ｎ
ｍ
ｅ

ｄ
匡
口
四
Ｈ
堅
く
倒
す
写
く
倒
門
ご
巨
○
尿
倒
す
ぽ
ぐ
四
口
〕
の
四
門
ぐ
①
め
四
Ｈ
ロ
ｍ
穴
凶
民
凶
ぽ
め
凹
員
』
ぬ
Ｈ
壷
剖
弄
四
岸
冒

碁

卜

陣
、
。

Ｄ
、
ロ

印
画
茸
ぐ
四
］
○
穴
①
ロ
四

凸
↓
。
△
４

一
〕
ロ
四
］
印
ロ
四
声
○
丙
の
ｐ
ｍ
Ｏ
印
、

一
四
ｐ
ｍ
ｍ
Ｈ
ｐ
め
四
門
．
四
画
め
い
茸
く
い
」
○
岸
ｍ

ｌ
当

７



業
や
諸
煩
悩
と
一
体
に
な
っ
て
は
た
ら
く
か
ら
こ
そ
、
一
切
の
種
子
を
も
っ
た
識
が
、
未
来
世
へ
と
結
生
相
続
す
る
際
に
、
〔
新
し
い
未
来
世
の
〕

Ⅲ
一
切
種
子
識
（
ｍ
閏
く
い
ｇ
四
百
曰
く
筒
目
四
日
）

く
の
ぬ
い
岸
画
（
弓
弓
四
ロ
四
国
、
Ｏ
］
い
勺
画
、
ヨ
ヶ
ロ
ロ
国
候
＠
画
巴、

…
…
ぐ
四
○
四
』
Ｈ
ｍ
計
四
ユ
ゴ
四
門
目
）
の
貢
ぐ
画
旦
岸
冒
ぐ
凹
言
ｍ
ｐ
倒
穴
』
①
の
倒
寄
計
の
ロ
）
国
一
ｍ
の
倒
屍
一
］
倒
肖
ぐ
ゆ
庁
四
い
く
四
．
ぐ
尉
穴
め
い
⑱
ぐ
、
ｍ
凶
Ｈ
倒
す
岸
昌
昏
倒
局
四
弄
凶
く
の
堅
詳
画
く
ぐ
四
｝
目
、
《
四
匹
。
写
①
弄
口

畳

叫

ｔ

く

ｄ
・
○
誼

‐
』
ロ

Ⅱ
所
取
（
四
留
意
）
と
能
取
（
唱
豐
四
百
）

く
の
ぬ
い
傍
心
（
弓
弓
四
ｃ
ｍ
』
い
ず
澤
口
も
い
、
四
四
口
ロ
画
』
⑭
ず
巴

の
ｍ
Ｈ
ぐ
四
ｍ
ｍ
目
己
宍
」
①
恥
倒
ロ
め
い
目
戸
い
い
四
号
○
堅
く
』
く
昌
包
写
四
六
四
片
①
丘
一
］
旦
○
ぐ
①
堅
茸
四
く
〕
倒
昏
、
旦
四
か
○
四
め
い
口
〕
穴
』
①
妙
四
の
ぐ
四
ず
ぽ
四
ぐ
○
く
い
。
Ｏ
四
計
四
」
く
い
Ｈ
庁
冒
〕
四
『
《
四
斤
Ｈ
四

骨

の
ぐ
ゆ
す
ず
凶
ぐ
爵
。
写
四
口
邑
四
団
ぬ
い
昏
切
閏
く
い
閏
日
産
①
留
日
昌
呉
ぐ
凶
ミ
国
堅
く
四
日
目
四
画
Ｑ
ぽ
く
脚
日
時
四
ケ
凶
底
蛍
倒
と
回
国
画
四
日
四
型
昌
四
ｍ
勵
写
四
声
回
く
跡
の
切
里
里
二
籍
鵠

あ
ら
ゆ
る
輪
廻
す
る
諸
存
在
は
、
要
約
す
る
な
ら
ば
、
二
種
類
の
あ
り
か
た
を
も
っ
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
㈲
輪
廻
す
る
諸
存
在
の
基

本
性
質
と
口
そ
〔
の
輪
廻
す
る
諸
存
在
〕
が
存
在
す
る
場
所
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
㈲
〔
輪
廻
す
る
諸
存
在
の
〕
基
本
性
質
と
は
、
意
欲
し
欲

望
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
そ
れ
ら
が
〕
あ
ら
ゆ
る
輪
廻
す
る
諸
存
在
の
根
本
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
口
そ
〔
の
輪
廻
す
る
諸
存
在
〕
が
存
在
す

の
ぐ
四
日
閻
旦
口
伝
歸
彦
四
頁
庶
○
含
侭
ぽ
い
目
四
回
ぼ
く
四
口
四
日
計
尉
弓
里
芋
：
…
鈴
餐

．
：
現
在
世
の
存
在
に
お
い
て
〔
過
去
・
未
来
・
現
在
の
〕
三
世
〔
の
諸
存
在
〕
に
対
す
る
深
層
の
欲
望
が
あ
り
諸
々
の
煩
悩
の
心
作
用
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
そ
の
〔
輪
廻
す
る
存
在
と
い
う
〕
樹
木
に
と
っ
て
、
栄
養
分
を
補
給
す
る
た
め
の
根
が
あ
り
諸
々
の
枝
が
あ

る
如
く
で
あ
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
〔
深
層
の
欲
望
と
諸
々
の
煩
悩
の
心
作
用
〕
を
原
因
と
し
、
そ
れ
ら
に
も
と
づ
く
善
悪

穴
四
目
目
《
四
庁
席
画
目
ご
凹
穴
」
①
い
ぃ
め
印
門
口
で
Ｈ
、
旦
巨
穴
言
回
胃
己

る
場
所
と
は
、
内
的
な
認
識
主
体
の
場
と
外
的
な
認
識
客
体
の
場
と
で
あ
る
。
認
識
さ
れ
る
存
在
と
認
識
す
る
存
在
と
の
区
別
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。

ｍ
ｍ
Ｈ
ぐ
ず
副
四
床
皿
片
口
ぐ
』
言
〕
四
口
四
吋
己

■
ロ
。
、
ロ
ー
’
１

喝

」

四
国
四
守
国
四
目
冒
冒
で
目
画
口
切
四
門
目
」
ず
津
）
ロ
ロ
』
ぽ
い
ロ
ロ
弄
倒
］
①
ロ
四
国
〕
印
員
』
烏
）
の
も
門
口
口
言
“
一
彦
凹
註

8



来
、
相
互
に
因
果
と
な
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
真
理
で
あ
る
。
〔
そ
の
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
存
在
の
真
理
が
、
〕
現
在
世
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る

諸
存
在
が
存
続
し
つ
づ
け
る
と
い
う
真
理
で
あ
り
、
過
去
世
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
が
も
は
や
変
化
し
な
い
と
い
う
真
理
で
あ
り
、
未

来
世
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
が
如
実
に
存
在
す
る
と
い
う
真
理
で
あ
る
。
：

縁
起
す
る
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
と
縁
起
し
て
い
る
諸
存
在
と
が
二
つ
の
し
か
た
で
論
述
さ
れ
る
の
は
、
二
つ
の
条
件
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち

㈲
ど
の
よ
う
な
あ
り
か
た
で
存
在
す
る
か
と
い
う
条
件
と
、
口
ど
の
よ
う
な
諸
存
在
が
存
在
す
る
か
と
い
う
条
件
で
あ
る
・
と
い
う
の
は
、
口

〔
ど
の
よ
う
な
諸
存
在
が
存
在
す
る
か
、
と
い
え
ば
、
〕
十
二
の
輪
廻
す
る
諸
存
在
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
㈲
〔
ど
の
よ
う
な
あ
り
か
た
で
存

在
す
る
か
、
と
い
え
ば
、
〕
あ
る
べ
き
道
理
に
し
た
が
っ
て
原
因
と
な
る
存
在
と
結
果
と
な
る
存
在
が
順
次
に
関
係
し
あ
い
な
が
ら
存
在
す
る
の

Ｊ
４

凸
４
Ｊ

、

く
口
丙
計
四
宮
①
言
岸
ロ
冒
四
芦
四
丙
冒
閣
口
戸
①
ロ
四
己
冒
画
く
四
鼻
四
口
一
ｍ
、
く
ぃ
の
○
印

１ 個
体
存
在
を
基
礎
と
し
て
〔
存
続
し
つ
づ
け
る
〕
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
そ
の
苦
悩
の
存
在
の
樹
木
が
、
久
し
い
世
々
に
わ
た
っ
て
存
続
し
つ

づ
け
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ
無
始
時
来
の
因
果
展
転
（
四
目
ｇ
厨
房
島
の
目
己
冨
匿
忌
日
白
目
国
）

い

く
の
ぬ
い
い
い
（
弓
目
⑭
Ｐ
的
い
い
巴
、
〕
も
画
④
函
匡
，
〕
ロ
画
、
④
四
早

番
穴
国
民
回
国
四
」
ぐ
画
く
①
ロ
四
℃
門
四
寺
］
庁
冒
四
ｍ
ｍ
Ｈ
ｐ
屋
↑
己
倒
９
ｍ
い
く
四
℃
Ｈ
回
弄
』
寺
く
い
の
印
貝
巨
樗
Ｒ
）
ｍ
ｐ
ｐ
ｍ
Ｑ
彦
凹
員
巨
四
口
画
Ｈ
ｐ
ｏ
口
旦
ぐ
凹
胃
四
口
届
画
く
胃
い
く
口
の
詳
写
四
口
ロ
員
二
営
四
且
巨
庁
四
国
凹
奔
弓
倒

Ｉ
、

ロ
吋
四
ぐ
四
片
計
四
口
計
①
目
四
口
胃
○
ｍ
で
Ｈ
、
く
い
【
詳
餌
国
許
①
、
弄
四
ロ
」
ケ
』
・
ぐ
凶
匡
、
の
四
ケ
彦
煙
ぐ
倒
口
”
四
国
伊
で
民
い
く
四
月
庁
血
目
寺
①
、
斤
凹
門
匡
○
四
国
四
津
〕
凶
く
○
ぬ
四
門
口

、

で
Ｈ
Ｐ
弄
冒
巨
斤
己
四
目
口
倒
・
写
ぐ
凹
庁
印
の
○
四
』
ず
四
国
ご
い
い
斥
犀
肖
言
計
倒
、
四
国
庁
倒
旦
ご
く
、
詳
四
⑱
○
回
』
ず
四
門
目
〕
四
℃
四
口
ロ
四
Ｈ
巨
茸
画
、
四
口
口
胆
包
計
倒
ｑ
ぼ
く
即
弄
印
切
○
い
ｑ
｝
冒
印
員
己
印
く
い
二
目
四
ぐ
ゆ
詳
四

、

、

廿
碁

で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
存
在
の
真
理
と
は
、
か
く
原
因
と
な
る
存
在
と
結
果
と
な
る
存
在
が
順
次
に
関
係
し
あ
い
な
が
ら
、
無
始
の
時
以

ぐ
口
弄
庁
四
岸
］
の
拝
ロ
ロ
｝
］
Ｐ
」
四
斤
胃
．
回
目
ロ
四
ｍ
く
い
》
ロ
倒
堅
】
床
倒
匡
丙
ｍ
旧
い
偶

ヨ
ー
ニ
製

画
員
）
ロ
四
片
四
口
画
く
皿
ロ
め
い
ｐ
ｐ
ｍ
ロ
旨
四
声
四
、

ｏ
卜

二
Ｋ
●
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い
う
ま
で
も
な
く
『
玲
伽
師
地
論
」
「
摂
事
分
」
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
最
深
層
概
念
を
、
は
じ
め
て
説
き
出
し
た
、
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
の
中
で
も
、
最
初
の
「
有
情
世
間
」
と
「
器
世
間
」
の
区
別
な
ど
は
、
さ
ら
に
古
い
文
献
へ
と
遡
る
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
摂
事
分
」
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
最
深
層
概
念
が
出
そ
ろ
っ
て
い
る
、
あ
わ
せ
て
問
題
に
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
そ
の
「
摂
事
分
」
が
、
つ
ぎ
に
論
ず
る
「
虚
妄
分
別
」
思
想
の
ｍ
○
員
ｏ
①
で
あ
る
こ
と
の
有
力
な
証
拠
で
あ

る
だ
ろ
う
。
原
始
佛
教
系
統
の
玲
伽
行
者
達
の
思
想
展
開
が
、
い
ま
「
摂
事
分
」
の
段
階
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
か
ら
「
虚
妄
分

別
」
思
想
は
、
そ
れ
ら
の
最
深
層
概
念
を
摂
取
し
て
「
虚
妄
分
別
」
の
「
雑
染
相
」
の
哲
学
を
完
成
さ
せ
、
他
方
で
「
虚
妄
分
別
」
の

「
清
浄
相
」
「
入
無
相
方
便
相
」
な
ど
へ
と
関
連
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、
上
表
で
示
し
た
よ
う
に
、
原
始
佛
教
系
統
の
琉
伽
行
者
達
は
、
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
大
乗
佛
教
哲
学
を
導
入
し

て
、
『
菩
薩
地
」
の
第
一
層
と
第
二
層
を
相
つ
づ
い
て
述
作
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
れ
ら
は
、
こ
の
段
階
で
「
菩
薩
戒
」
運
動
を
は
じ

め
る
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
龍
樹
の
哲
学
を
受
容
し
て
、
『
声
聞
地
」
の
「
止
・
観
」
「
転
依
」
「
現
観
」
の
修
行
道
体
系
を
「
大
乗
化
」

し
、
菩
薩
の
実
践
的
な
修
行
道
体
系
を
構
築
し
は
じ
め
る
。
そ
の
よ
う
な
『
菩
薩
地
』
に
お
け
る
菩
薩
の
実
践
的
な
修
行
道
体
系
が
、
さ

ら
に
凝
集
さ
れ
て
『
解
深
密
経
」
「
分
別
琉
伽
品
」
に
お
い
て
「
唯
識
観
行
」
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

わ
た
く
し
は
、
］
ｏ
目
忌
目
シ
段
房
（
の
ら
【
爵
堕
§
ミ
》
。
。
§
ｓ
量
。
ご
§
§
奇
騨
ミ
忌
呑
、
昌
冬
ミ
§
ｓ
鼠
票
、
、
置
島
言
畠
言
島
閣

旧
侭
ミ
ミ
３
畳
言
員
弓
§
。
・
菌
ｏ
ｇ
に
寄
稿
し
た
拙
論
ゞ
目
言
画
ａ
ｇ
ｐ
ａ
閏
の
冨
邑
呂
侭
ｇ
ミ
ヨ
§
ミ
ミ
ミ
》
》
の
中
で
、
そ
の

「
唯
識
観
行
」
の
成
立
に
つ
い
て
論
じ
た
。
本
稿
は
、
い
わ
ば
、
そ
の
続
編
と
し
て
「
虚
妄
分
別
」
思
想
の
成
立
を
論
じ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
ご
く
ご
く
簡
単
に
、
そ
こ
で
の
拙
論
の
要
旨
を
ま
と
め
て
お
く
。

㈲
『
菩
薩
地
」
「
如
来
十
力
」
品
田
、
戸
言
○
四
富
国
＆
画
程
届
）
に
お
い
て
如
来
十
力
の
一
つ
「
種
々
界
智
力
」
と
は
、
あ
ら
ゆ

る
衆
生
の
能
力
の
上
中
下
を
認
識
し
、
か
れ
ら
の
機
根
と
願
求
に
応
じ
て
教
授
を
さ
づ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
門
行
に
お
い
て
正
し
く
修
行

す
る
よ
う
に
導
く
知
力
で
あ
る
、
と
定
義
し
た
後
に
、
新
層
に
属
す
る
増
広
部
分
が
附
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
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う
な
問
い
が
問
わ
れ
る
、
「
「
声
聞
地
」
に
お
い
て
は
、
声
聞
達
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
教
授
し
て
入
門
行
へ
と
導
い
て
い
く
か
、
が
詳

説
さ
れ
た
が
、
そ
れ
で
は
如
来
は
、
初
業
菩
薩
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
教
授
し
て
心
が
三
昧
に
お
い
て
定
在
す
る
よ
う
に
導
い
て
い
く

か
」
と
。
そ
れ
に
答
え
て
菩
薩
行
が
、
き
わ
め
て
実
践
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
実
践
的
な
菩
薩
行
が
、
「
菩
薩
地
」
「
真
実
品
」
の
増

広
部
分
（
国
里
ｇ
凹
邑
に
お
い
て
「
四
尋
伺
・
四
如
実
遍
知
」
の
体
系
へ
と
完
成
さ
れ
て
い
く
。
後
者
「
真
実
品
」
で
は
、
そ
の
実
践

的
な
菩
薩
行
の
体
系
は
、
「
八
種
分
別
」
を
放
捨
し
て
無
分
別
智
へ
悟
入
さ
せ
る
も
の
だ
、
と
説
か
れ
、
か
つ
「
八
種
分
別
」
は
分
別
基

体
と
自
我
意
識
・
諸
煩
悩
を
生
起
さ
せ
る
が
、
無
始
時
来
、
前
者
と
後
者
が
相
互
因
果
に
な
っ
て
は
た
ら
き
あ
い
輪
廻
流
転
す
る
、
と
も

説
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
如
来
は
、
衆
生
が
「
八
種
分
別
」
に
よ
っ
て
輪
廻
流
転
し
て
い
る
こ
と
を
観
じ
つ
つ
、
そ
の
「
八
種
分

別
」
を
放
捨
す
る
よ
う
に
「
四
尋
伺
・
四
如
実
遍
知
」
を
教
授
し
て
「
無
分
別
智
」
へ
悟
入
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
衆
生
は
、
自
ら
が
「
八

種
分
別
」
に
よ
っ
て
輪
廻
流
転
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
「
八
種
分
別
」
を
放
捨
す
る
よ
う
に
「
四
尋
伺
・
四

如
実
遍
知
」
を
修
行
し
て
「
無
分
別
智
」
へ
と
悟
入
す
る
の
だ
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
は
如
来
の
側
か
ら
す
る
教
授
の

向
下
と
衆
生
の
側
か
ら
す
る
菩
薩
行
の
向
上
が
、
「
八
種
分
別
」
と
「
四
尋
伺
・
四
如
実
遍
知
」
に
お
い
て
相
即
し
あ
い
な
が
ら
「
無
分

別
智
」
へ
悟
入
す
る
と
い
う
根
本
構
造
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
教
授
の
向
下
と
菩
薩
行
の
向
上
の
相
即
を
、
か
り
に
「
教

授
の
根
本
構
造
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

口
「
解
深
密
経
」
「
分
別
琉
伽
品
」
が
「
唯
識
観
行
」
を
説
き
は
じ
め
た
経
典
で
あ
る
こ
と
に
は
、
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
思
想
史
的
背
景
か
ら
、
こ
こ
で
、
は
じ
め
て
「
唯
識
観
行
」
が
説
き
は
じ
め
ら
れ
た
か
、
が
解
明
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
拙
論
で
は
、
「
分
別
玲
伽
品
」
に
説
か
れ
る
実
践
的
な
菩
薩
行
体
系
に
も
、
「
教
授
の
根
本
構
造
」
が
あ
る
と
解
釈
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
唯
識
観
行
」
の
起
源
が
説
明
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
提
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
「
分
別
玲
伽
品
」
の
菩
薩
行
体
系
の

最
高
位
Ｐ
“
日
。
胃
本
冨
目
）
に
お
い
て
、
佛
に
な
る
に
先
だ
っ
て
、
菩
薩
は
、
か
ぎ
り
な
い
超
能
力
を
完
成
さ
せ
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆

生
に
無
碍
自
在
に
教
授
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
為
に
は
、
「
衆
生
の
心
が
、
ど
の
よ
う
に
生
起
す
る
か
」
と
か
「
か
れ
ら
の
心
が
、

11



立
す
る
こ
と
を
も
論
じ
た
い
）

衆
生
は
、
か
れ
自
身
の
い
ま
こ
こ
の
存
在
な
る
「
識
」
に
つ
い
て
、
唯
々
対
象
と
し
て
現
象
す
る
の
み
で
あ
る
、
唯
識
の
み
で
あ
る
と
観

ず
る
「
唯
識
観
行
」
か
ら
は
じ
め
て
「
止
観
行
」
（
留
白
鼻
冨
ぐ
ぢ
硯
穏
目
）
を
行
じ
「
転
依
」
（
根
本
転
回
胤
国
冒
砦
目
耳
目
）
し
て
菩

薩
行
を
完
成
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
は
、
原
始
佛
教
系
統
の
琉
伽
行
者
達
が
、
「
菩
薩
地
』
に
お
い
て
「
教
授
の
根
本
構
造
」

を
発
見
し
て
「
八
種
分
別
」
を
放
捨
す
べ
く
「
四
尋
伺
・
四
如
実
遍
知
」
を
修
行
し
て
「
無
分
別
智
」
へ
悟
入
す
る
こ
と
を
を
説
き
は
じ

め
、
そ
れ
を
継
承
し
て
『
解
深
密
経
」
「
分
別
琉
伽
品
」
が
「
唯
識
観
行
」
し
て
「
転
依
」
（
根
本
転
回
）
す
る
こ
と
を
説
い
た
こ
と
こ
そ

が
、
玲
伽
行
唯
識
哲
学
を
成
立
さ
せ
た
、
と
考
え
る
。
（
い
ず
れ
、
機
会
を
得
て
、
そ
こ
か
ら
「
阿
頼
耶
識
」
「
三
性
」
な
ど
の
哲
学
が
成

ど
の
よ
う
に
三
昧
に
お
い
て
定
在
す
る
か
」
等
に
通
暁
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
説
く
。
と
く
に
「
か
れ
ら
の
心
が
、
ど
の
よ
う
に
生

起
す
る
か
」
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
十
六
種
の
心
が
生
起
す
る
。
㈲
阿
陀
那
識
は
、
は
っ
き
り
と
は
認
識
さ
れ

な
い
が
、
恒
常
な
る
器
世
界
と
し
て
現
象
す
る
（
蕎
凰
目
画
く
言
目
四
日
煙
の
四
曰
く
昼
国
富
号
昌
匡
ぐ
号
冨
一
口
目
ぐ
筒
口
目
警
醤
）
口
眼
等
の
五
識

及
び
分
別
意
識
は
、
種
々
な
る
種
類
の
対
象
と
し
て
現
象
す
る
（
饗
く
き
丘
冨
圃
邑
四
日
菌
口
四
ぐ
旨
四
目
警
鵜
）
云
々
と
い
う
よ
う
に
、
「
し
か
じ

か
の
対
象
と
し
て
現
象
す
る
（
響
‐
望
ｍ
Ｂ
ｇ
ｐ
四
ぐ
筒
四
目
蕃
繍
）
」
と
い
う
心
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
如
来
の
側
か
ら
す
る
教
授
の
内

容
に
ほ
か
な
ら
な
い
故
、
「
教
授
の
根
本
構
造
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
衆
生
の
側
か
ら
す
る
菩
薩
行
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
、
し
か
る
べ
き
箇
所
を
探
し
て
み
る
と
、
た
し
か
に
衆
生
の
側
か
ら
す
る
菩
薩
行
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
唯

識
観
行
」
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
Ｐ
四
日
○
茸
の
本
留
司
‐
巴
。

掛
凹
印
冒
す
四
目
四
劃
甘
口
冒
肖
日
自
国
官
四
ケ
写
倒
且
国
冒
ぐ
』
旨
い
口
四
日

・
・
画
ｊ
凡
１
１
普
番

〔
衆
生
の
い
ま
こ
こ
の
存
在
そ
の
も
の
な
る
〕
識
が
、
唯
々
対
象
と
し
て
現
象
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
〔
対
象
は
存
在
し
な
い
〕
、
と
教

か
く
し
て
原
始
佛
教
系
統
の
琉
伽
行
者
が
、
『
琉
伽
師
地
論
」
「
摂
事
分
」
に
お
い
て
輪
廻
す
る
存
在
の
最
深
層
概
念
を
説
い
て
い
て
、

授
さ
れ
て
い
る
。

10
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イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
に
お
い
て
未
解
決
に
残
さ
れ
て
い
る
根
本
問
題
の
最
大
の
も
の
の
一
つ
は
、
大
乗
経
典
運
動
が
、
い
つ
、
ど
こ
で
、

ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
か
、
そ
も
そ
も
大
乗
経
典
と
は
何
で
あ
る
か
、
つ
ま
り
、
い
か
な
る
本
性
の
文
学
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
大
問
題
を
直
ち
に
論
ず
る
代
わ
り
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
作
業
仮
説
を
提
言
し
て
お
く
ｌ
海
路
に
よ
る
「
絹
の

道
」
の
貿
易
が
隆
盛
に
お
も
む
き
つ
つ
あ
っ
た
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
初
期
、
紀
元
後
一
世
紀
末
か
ら
二
世
紀
始
め
頃
、
マ
ト
ゥ
ラ
ー
に
お
い

て
佛
塔
か
ら
佛
像
が
出
現
し
は
じ
め
た
と
き
に
、
佛
塔
や
佛
像
に
い
ま
す
諸
佛
や
諸
佛
の
菩
薩
行
を
ほ
め
う
た
う
文
学
と
し
て
始
ま
っ
た

で
あ
ろ
う
、
諸
佛
や
諸
佛
の
菩
薩
行
を
ほ
め
う
た
い
、
と
く
に
無
数
の
諸
佛
の
佛
名
を
称
名
し
つ
づ
け
て
三
昧
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
に
入
り
、

そ
こ
に
お
い
て
諸
佛
を
諸
佛
た
ら
し
め
る
「
空
性
」
を
さ
と
る
や
否
や
、
諸
佛
か
ら
直
々
に
「
忍
」
や
「
授
記
」
を
与
え
ら
れ
根
本
転
回

せ
し
め
ら
れ
る
、
と
い
う
宗
教
体
験
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
。
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
作
業
仮
説
か
ら
出
発
す
る

と
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
Ｉ
マ
ト
ウ
ラ
ー
に
お
い
て
は
「
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ウ
』
に
編
入
さ
れ
た
「
十
地
』
の
頌
め

う
た
文
学
な
ど
か
ら
『
八
千
頌
般
若
経
」
が
成
立
す
る
、
つ
づ
い
て
西
北
イ
ン
ド
地
方
に
お
い
て
も
、
即
時
に
佛
塔
の
基
壇
部
の
佛
伝
図

の
中
に
佛
像
が
出
現
し
は
じ
め
る
故
に
、
佛
伝
を
ほ
め
う
た
う
と
い
う
し
か
た
で
大
乗
経
典
運
動
が
始
ま
り
、
つ
づ
い
て
『
八
千
頌
般
若

③

経
」
を
増
広
し
て
「
二
万
五
千
頌
般
若
経
」
が
、
そ
れ
と
と
も
に
多
数
の
大
乗
経
典
が
、
陸
続
と
創
作
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
西
北
イ
ン
ド
地
方
の
ど
こ
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
大
乗
経
典
が
創
作
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
、
全
体
と
し
て
、
ど
の
よ

う
な
思
想
内
容
を
も
つ
方
向
へ
と
発
達
し
つ
つ
あ
っ
た
か
、
と
問
う
て
み
る
と
き
、
こ
れ
も
、
た
し
か
に
未
解
決
に
残
さ
れ
て
い
る
根
本

さ
ら
に
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
「
菩
薩
地
」
な
ど
に
お
い
て
菩
薩
の
実
践
的
な
修
行
道
体
系
が
構
築
さ
れ
「
唯
識
観
行
」
が
成
立
し
つ

つ
あ
る
、
と
い
う
思
想
情
況
の
中
で
、
大
乗
佛
教
系
統
の
玲
伽
行
者
達
が
、
そ
れ
ら
を
摂
取
し
つ
つ
「
虚
妄
分
別
」
思
想
を
確
立
す
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。
節
を
あ
ら
た
め
て
、
少
し
く
詳
論
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
節
『
智
光
明
荘
厳
経
』
と
『
法
法
性
分
別
論
』
の
「
虚
妄
分
別
」
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他
方
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
を
本
拠
地
と
し
て
原
始
佛
教
以
来
の
実
践
的
修
行
の
伝
統
を
守
っ
て
い
た
系
統
の
琉
伽
行
者
達
も
、
四
世
紀
も
半

ば
を
過
ぎ
る
頃
に
は
、
お
そ
ら
く
龍
樹
の
大
乗
佛
教
哲
学
の
影
響
を
受
け
て
「
菩
薩
地
』
を
創
作
し
て
菩
薩
の
実
践
的
な
修
行
道
を
構
築

し
は
じ
め
る
。
す
ぐ
、
つ
づ
い
て
『
解
深
密
経
』
が
成
立
し
、
急
速
に
玲
伽
行
唯
識
の
大
乗
佛
教
哲
学
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
に
対

抗
し
て
、
上
述
の
タ
キ
シ
ラ
に
お
い
て
大
乗
経
典
を
創
作
し
つ
つ
あ
っ
た
系
統
の
玲
伽
行
者
達
が
、
負
け
じ
と
、
こ
ち
ら
が
本
家
だ
、
と

い
わ
ん
ば
か
り
に
菩
薩
の
実
践
的
な
修
行
道
を
構
築
し
は
じ
め
る
、
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
弥
勒
諭
書
』
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
考
え
る
。

こ
う
い
う
こ
と
も
、
目
下
、
す
べ
て
作
業
仮
説
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
大
乗
経
典
系
統
の
琉
伽
行
者
達
が
創
作
し
た
に
ち
が
い
な

い
「
（
入
一
切
佛
境
界
）
智
光
明
荘
厳
経
』
ａ
冑
く
い
自
民
ぽ
ぐ
耐
色
司
ぐ
四
国
且
副
ロ
堅
○
圃
冨
日
圃
国
切
日
国
）
に
見
ら
れ
る
「
虚
妄
分
別
」

④

（
号
自
国
冒
鼻
巴
冒
）
な
る
概
念
が
、
ど
の
よ
う
に
原
始
佛
教
系
統
の
蔚
伽
師
地
論
』
「
摂
事
分
」
に
み
ら
れ
る
諸
概
念
を
摂
取
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
『
弥
勒
論
言
」
の
「
虚
妄
分
別
」
思
想
へ
と
発
展
し
て
い
く
か
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
菩
薩
の
実

践
的
な
修
行
道
と
し
て
の
「
入
無
相
方
便
相
」
が
成
立
す
る
か
、
を
論
じ
て
、
以
上
の
よ
う
な
作
業
仮
説
の
論
証
の
一
端
に
資
し
た
い
。

さ
て
大
乗
経
典
運
動
全
体
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
『
智
光
明
荘
厳
経
』
な
る
一
小
大
乗
経
典
が
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
、
に

つ
い
て
も
、
今
後
の
研
究
に
俟
つ
と
こ
ろ
が
多
い
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
か
っ
て
こ
の
経
典
に
注
目
さ
れ
た
高
崎
直
道
博
士
の

「
如
来
蔵
思
想
の
形
成
Ｉ
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
思
想
研
究
Ｉ
」
（
届
忌
）
喝
ｇ
中
＄
巴
の
行
き
届
い
た
研
究
に
よ
れ
ば
、
本
経
は

『
華
厳
経
」
「
性
起
品
」
の
影
響
下
に
成
立
し
、
他
方
、
本
経
の
中
心
思
想
の
一
つ
と
も
い
う
べ
き
「
菩
提
十
六
相
」
思
想
が
、
『
大
集

問
題
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
い
ま
だ
一
度
も
問
題
と
し
て
問
わ
れ
た
こ
と
す
ら
、
な
い
、
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
本
稿
で
は
、
ご
く
ご
く
、
か
り
そ
め
に
タ
キ
シ
ラ
の
よ
う
な
地
域
に
お
い
て
大
乗
経
典
を
創
作
す
る
系
統
の
玲
伽
行
者
達
が
い
て
、

か
れ
ら
が
、
「
華
厳
経
」
原
本
な
ど
を
創
作
し
た
後
に
、
い
わ
ば
中
期
大
乗
経
典
の
一
つ
と
し
て
「
（
入
一
切
佛
境
界
）
智
光
明
荘
厳
経
』

ａ
冑
ぐ
四
宮
＆
冨
急
憩
乱
ぐ
卸
国
且
副
己
堅
○
圃
匿
白
圃
国
昌
目
）
な
る
一
大
乗
経
典
を
創
作
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
仮
説
す
る
こ
と

に
し
た
の
で
あ
っ
た
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経
」
第
一
経
「
陀
羅
尼
自
在
王
経
」
や
『
宝
積
経
』
第
十
二
会
襄
巨
薩
蔵
経
」
の
中
心
思
想
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
く
、
さ
ら
に
『
弥
勒

論
書
』
で
あ
る
『
究
寛
一
乗
宝
性
論
』
の
序
説
の
骨
格
の
一
部
を
な
し
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
、
と
で
も
要
約
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
く
し
は
高
崎
博
士
の
著
耆
に
教
え
ら
れ
て
、
こ
の
経
典
の
重
要
さ
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
に
す
ぎ
な
い
が

こ
の
経
典
の
「
菩
提
十
六
相
」
の
中
に
出
て
く
る
「
虚
妄
分
別
」
な
る
概
念
が
源
流
と
な
っ
て
、
『
弥
勒
諭
書
』
の
「
虚
妄
分
別
」
思
想

が
成
立
す
る
、
と
考
え
た
い
。
以
下
、
『
智
光
明
荘
厳
経
」
の
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
「
虚
妄
分

別
」
概
念
が
説
か
れ
る
か
、
を
検
討
し
、
そ
れ
が
原
始
佛
教
系
統
の
『
玲
伽
師
地
論
」
「
摂
事
分
」
の
諸
概
念
を
摂
取
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
法
法
性
分
別
論
」
の
「
虚
妄
分
別
」
思
想
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
可
能
性
を
論
ず
る
こ
と
と
す
る
。

さ
て
本
「
入
一
切
佛
境
界
智
光
明
荘
厳
経
』
は
、
そ
の
経
題
に
言
う
よ
う
に
、
一
切
佛
境
界
を
ほ
め
た
た
え
つ
つ
、
一
切
佛
境
界
へ
と

悟
入
す
る
智
光
明
を
体
得
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
経
典
の
全
内
容
が
「
究
寛
一
乗
宝
性

論
」
の
序
説
の
中
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
は
じ
め
に
如
来
が
、
「
不
生
不
滅
」
な
る
ま
ま
に
、
ま
っ
た
く
「
戯
論
・
分

別
」
を
寂
滅
し
て
い
る
ま
ま
に
「
無
碍
自
在
」
に
佛
業
を
な
し
た
ま
う
こ
と
を
、
九
つ
の
書
啼
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
書
え
ば
、
如
来
が

あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
姿
を
顕
現
し
た
ま
う
こ
と
は
、
あ
た
か
も
水
晶
で
で
き
た
大
地
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
帝
釈
天
の
姿
が
映
る
如
く
で

あ
り
、
如
来
が
説
法
し
た
ま
う
こ
と
は
、
あ
た
か
も
天
鼓
が
自
然
に
鳴
る
如
く
で
あ
り
、
如
来
が
あ
ま
ね
く
恵
み
を
も
た
ら
し
た
ま
う
こ

と
は
、
あ
た
か
も
雨
雲
が
恵
み
を
も
た
ら
す
如
く
で
あ
る
、
云
々
と
。

つ
づ
い
て
「
如
来
は
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
真
如
を
現
等
覚
す
る
と
い
う
し
か
た
で
現
等
覚
を
自
内
証
し
た
ま
う
」
（
の
閏
ぐ
且
冨
『
日
画
‐

国
号
冑
豐
言
閏
日
宮
島
四
日
巨
匡
＄
く
呂
胃
眉
国
昌
昌
豐
言
の
回
冒
９
号
嘩
切
国
忌
舟
四
国
ｍ
意
）
こ
と
を
説
い
て
い
く
が
、
と
く
に
問
題
に
す
る
の

は
、
如
来
の
さ
と
ら
れ
た
「
真
如
」
あ
る
い
は
「
空
性
」
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
、
ど
の
よ
う
に
「
雑
染
」
か
ら
「
清
浄
」
へ
と

根
本
転
回
す
る
か
、
つ
ま
り
菩
薩
行
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
Ｉ
如
来
が
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
の
「
真
如
」
あ
る
い
は
「
空
性
」

を
現
等
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
碍
自
在
に
佛
業
を
な
し
説
法
し
た
ま
う
か
ら
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
「
雑
染
」
か
ら
「
清
浄
」
へ
と
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根
本
転
回
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
雑
染
」
が
減
す
る
の
で
も
な
く
「
清
浄
」
が
生
ず
る
の
で
も
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
が
「
不
生

不
滅
」
で
あ
る
ま
ま
だ
、
そ
れ
で
は
「
如
理
に
修
行
す
る
」
（
蕎
冒
口
跡
昌
○
盟
警
響
）
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
本
性
清
浄
な
る
心
に
お
い

て
客
塵
が
な
く
な
る
に
す
ぎ
な
い
、
さ
ら
に
「
雑
染
の
因
と
清
浄
の
因
を
遍
知
す
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
雑
染
の
因
も
清
浄
の

因
も
さ
ま
ざ
ま
に
列
挙
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
す
べ
て
空
性
で
あ
り
虚
空
の
如
く
だ
、
と
さ
と
り
な
が
ら
、
し
か
も
雑
染
だ
、
清
浄
だ
、

と
か
り
そ
め
に
説
法
さ
れ
る
と
遍
知
す
る
の
だ
、
云
々
と
。

こ
こ
に
お
い
て
「
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
如
来
は
、
菩
提
を
得
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
が
、
あ
っ
て
、
「
菩
提
十
六
相
」
の

各
論
に
入
っ
て
い
く
。
そ
の
第
一
相
が
、

「
根
本
な
く
根
拠
な
く
し
て
菩
提
を
得
ら
れ
た
の
だ
」

（
四
日
巳
倒
冒
胃
厨
昏
倒
ロ
①
口
印
ず
○
」
宮
昏
も
国
冒
巴

「
で
は
根
本
と
は
何
か
」
「
有
身
見
（
“
旦
訂
百
号
答
）
だ
」

「
で
は
根
拠
と
は
何
か
」
「
虚
妄
分
別
（
ｍ
９
日
§
且
冨
言
印
）
だ
」

と
い
う
文
脈
の
中
で
「
虚
妄
分
別
」
が
説
か
れ
る
。
以
下
、
同
様
に
二
句
づ
つ
に
よ
っ
て
菩
提
を
定
義
し
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
論
し

て
い
く
が
、
す
で
に
高
崎
博
士
が
注
意
さ
れ
る
よ
う
に
、
第
十
五
相
「
無
漏
・
無
取
」
（
蕪
画
目
の
国
ぐ
習
乱
習
画
籍
舗
）
の
詳
論
の
中
で
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
価
い
す
る
。

不
生
不
滅
に
お
い
て
は
、
心
・
意
・
識
は
生
起
し
な
い
。
心
・
意
・
識
が
生
起
し
な
い
な
ら
ば
、
い
か
な
る
分
別
も
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
分
別
に
よ
っ
て
不
如
理
に
思
惟
す
る
こ
と
が
な
い
。
か
く
如
理
に
思
惟
し
つ
つ
専
一
に
修
行
す
る
ひ
と
は
、
根
本
無
知
を

発
動
さ
せ
な
い
。
根
本
無
知
が
発
動
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
十
二
支
よ
り
な
る
輪
廻
す
る
存
在
の
連
鎖
が
発
動
し
な
い
こ
と
だ
。

そ
れ
が
、
不
生
の
真
理
だ
、
〔
究
極
の
真
理
だ
、
決
定
的
な
真
理
だ
、
云
々
〕
。

と
説
か
れ
、

ﾖハ
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（
十
二
支
よ
り
な
る
輪
廻
す
る
存
在
の
）
縁
起
を
見
る
人
は
、
真
理
を
見
る
。
真
理
を
見
る
人
は
、
如
来
を
見
る
。

寺
四
ヶ
官
騨
司
ご
閉
四
目
匡
召
倒
堅
四
目
も
四
轡
胃
］
の
○
・
ヶ
閏
白
四
日
ロ
鼠
冒
自
営
〕
○
．
彦
閏
目
旬
日
で
印
遇
貨
』
の
四
国
呂
緒
四
ｓ
目
己
四
ご
胃
ご

と
い
う
有
名
な
言
葉
を
説
い
て
い
る
。
か
く
「
菩
提
十
六
相
」
を
説
き
お
わ
っ
て
最
後
に
本
経
全
体
を
し
め
く
く
る
べ
く
、

こ
こ
に
お
い
て
如
来
が
、
あ
ら
ゆ
る
諸
存
在
は
し
か
じ
か
の
本
性
を
も
っ
と
現
等
覚
し
た
ま
い
、
し
か
る
に
衆
生
達
の
存
在
界
は

清
浄
に
な
っ
て
い
な
い
、
離
垢
し
て
い
な
い
、
染
着
し
て
い
る
、
と
観
ぜ
ら
れ
る
や
、
か
れ
ら
衆
生
に
対
し
て
「
遊
戯
」
と
名
づ
け

ら
れ
る
大
慈
悲
が
生
起
す
る
の
だ
。

（
国
言
国
．
：
国
吾
習
国
望
留
ぐ
ぃ
日
日
も
凹
口
の
閏
ぐ
四
・
写
日
日
四
口
四
ヶ
巨
囲
日
ず
匡
包
写
く
い
切
鼻
さ
ロ
ロ
四
目
○
口
」
ず
閏
日
ｍ
色
冨
習
巨
昌
ぐ
目
い
ぐ
巴
○
穴
琶
別
口
早

ｑ
弓
四
日
回
昌
目
巴
四
日
出
口
、
目
四
日
ぐ
時
国
昌
国
口
倒
日
蝕
の
呉
弓
①
印
自
己
、
昏
倒
宍
日
巨
ロ
ロ
倒
冒
四
ぐ
胄
国
訂
》
”
の
く
や
Ｐ
」
皇
？
ロ
昌
○
」
．
巴

と
結
論
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
本
経
の
構
成
を
要
約
す
る
と
き
、
本
経
は
、
た
し
か
に
大
乗
経
典
の
ほ
め
う
た
文
学
の
伝
統
に
し
た
が
っ

て
、
如
来
の
佛
業
を
ほ
め
う
た
い
、
如
来
の
菩
提
や
大
慈
悲
を
ほ
め
う
た
っ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
が
、
本
経
の
テ
ー
マ
の
重
心
が
、

衆
生
の
「
雑
染
」
存
在
へ
、
そ
し
て
そ
れ
を
根
本
転
回
す
る
菩
薩
行
の
方
向
へ
と
う
つ
り
は
じ
め
て
い
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い

Ｉ
即
ち
如
来
が
「
不
生
不
滅
」
な
る
「
真
如
」
あ
る
い
は
「
空
性
」
を
さ
と
っ
て
い
て
、
衆
生
の
存
在
界
を
観
ず
る
ゃ
、
大
慈
悲
を
生

起
し
て
佛
業
を
な
し
説
法
し
た
ま
う
と
説
く
一
方
、
そ
の
対
象
と
な
る
衆
生
存
在
の
方
は
、
分
別
に
よ
っ
て
不
如
理
に
思
惟
し
根
本
無
知

を
発
動
し
、
十
二
支
よ
り
な
る
輪
廻
的
存
在
の
縁
起
を
発
動
し
て
い
る
、
か
く
「
虚
妄
分
別
」
を
根
拠
に
し
て
い
る
が
、
い
っ
た
い
、
ど

う
す
れ
ば
か
か
る
「
雑
染
」
の
存
在
を
「
清
浄
」
の
存
在
へ
と
根
本
転
回
す
る
か
、
そ
う
い
う
根
本
転
回
が
「
真
如
」
あ
る
い
は
「
空

冠
四
○
○

と
説
い
て
、

（
ロ
ロ
巨
弄
ロ
倒
堅
四
口
胃
○
』
ず
①
…
。
』
耳
四
国
］
四
口
○
く
』
］
ロ
四
国
四
口
胃
ロ
四
ｐ
Ｈ
四
ぐ
包
門
言
四
国
骨
①
、
く
口
弄
片
口
○
房
茸
四
口
」
四
口
○
ぐ
』
］
ロ
四
口
四
］
ご
ロ
四
壱
Ｈ
ｍ
ぐ
卸
吋
《
、
口
諄
①
《
四
角
四
国
回
炭
四
の

●
Ｇ
ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ

ト

ト

。
］
斤
己
口
Ｈ
一
天
、
一
己
○
く
①
ロ
四
℃
四
門
』
宍
い
』
で
の
ロ
四
国
○
口
目
の
○
Ｈ
ｐ
ｍ
ｐ
四
ｍ
骨
穴
巨
尉
旦
四
斤
、
ｍ
い
く
○
口
』
ｍ
○
頁
一
四
国
四
の
］
弄
倒
局
四
で
民
四
冒
匡
穴
庁
○
）
く
』
巨
冒
国
司
ロ
ロ
四
ｍ
ｍ
Ｈ
ご
ロ
詳
言
四
℃
四
弐
四
ｓ
、

■
、

。
、

望
四
（
〕
ｏ
凶
く
匙
国
開
印
目
昌
彦
習
国
日
国
包
旦
ぐ
凶
・
開
国
ロ
日
ロ
津
届
く
四
口
、
倒
旨
脚
ご
閉
包
白
昌
牙
習
圃
日
の
旦
禺
』
…
）
宛
の
く
や
］
画
」
一
中
］
。
）
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性
」
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
性
起
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
如
来
か
ら
衆
生
へ
、
と
い
う
こ
と
と

衆
生
か
ら
如
来
へ
、
と
い
う
こ
と
が
「
真
如
」
あ
る
い
は
「
空
性
」
に
お
い
て
往
還
し
あ
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
「
真

如
」
あ
る
い
は
「
空
性
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
往
還
を
あ
ら
し
め
る
共
同
存
在
‐
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
－
そ
の
も
の
だ
、
と
い
う

方
向
へ
展
開
し
は
じ
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
大
乗
佛
教
系
統
の
琉
伽
行
者
に
よ
っ
て
ほ
め
う
た
わ
れ
た
に
違
い
な
い
大
乗
経
典
『
智
光
明
荘
厳
経
』
に
お
い
て
、
た
っ
た
一

度
だ
け
で
て
く
る
「
虚
妄
分
別
」
が
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
か
、
を
分
析
し
て
み
た
が
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な

思
想
構
造
の
中
で
説
か
れ
る
「
虚
妄
分
別
」
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
琉
伽
行
唯
識
哲
学
の
根
本
思
想
と
な
っ
て
い
く
か
。

さ
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
原
始
佛
教
系
統
の
琉
伽
行
者
達
が
、
『
菩
薩
地
」
に
お
い
て
如
来
の
十
力
に
「
教
授
の
根
本
構
造
」
を
発
見

し
た
か
ら
こ
そ
『
解
深
密
経
」
「
分
別
琉
伽
品
」
に
お
い
て
「
唯
識
観
行
」
の
実
践
的
菩
薩
行
体
系
を
構
築
し
得
た
の
だ
、
と
す
る
な
ら

ば
、
他
方
で
大
乗
佛
教
系
統
の
琉
伽
行
者
達
が
『
智
光
明
荘
厳
経
」
の
如
来
の
「
菩
提
十
六
行
相
」
「
大
慈
悲
」
な
ど
に
「
教
授
の
根
本

構
造
」
を
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
「
虚
妄
分
別
」
に
つ
い
て
「
入
無
相
方
便
相
」
の
実
践
的
菩
薩
行
を
構
築

す
る
こ
と
も
、
理
解
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
。
『
智
光
明
荘
厳
経
』
は
、
「
菩
提
十
六
相
」
の
第
一
相
に
お
い
て
「
如
来
は
、
虚
妄
分
別

を
根
拠
と
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
菩
提
を
得
る
」
と
説
き
、
第
十
五
相
に
お
い
て
「
如
来
は
、
分
別
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
根
本
無
知
を

発
動
し
な
い
、
十
二
支
よ
り
な
る
輪
廻
す
る
存
在
の
縁
起
を
発
動
し
な
い
」
（
取
意
）
と
説
い
た
が
、
そ
の
と
き
衆
生
が
「
虚
妄
分
別
」

を
根
拠
と
し
、
分
別
し
て
根
本
無
知
を
発
動
す
る
こ
と
な
ど
を
も
観
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
如
来
の
側
か
ら
す
る
教
授
に
お
い
て

「
虚
妄
分
別
」
を
教
授
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
上
述
の
「
教
授
の
根
本
構
造
」
に
も
と
づ
い
て
、
衆

生
の
側
か
ら
し
て
「
虚
妄
分
別
」
の
「
入
無
相
方
便
相
」
な
る
菩
薩
行
を
構
築
し
は
じ
め
た
文
献
は
、
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
問
う
と
き
、
わ
た
く
し
は
、
本
学
の
山
口
益
先
生
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
研
究
さ
れ
、
山
口
先
生
の
も
と
で
勉
強
さ
れ
た
野
沢
静
証
先

生
に
よ
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
訳
テ
ク
ス
ト
が
校
訂
さ
れ
た
『
法
法
性
分
別
論
」
、
と
く
に
そ
の
《
＠
勺
こ
そ
が
、
「
智
光
明
荘
厳
経
」
の
如
来
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別
」
の
悪

と
考
え
る
。

蓋
｝
て
壼

幻
型
巨
匠
酌

の
側
か
ら
す
る
「
虚
妄
分
別
」
に
「
教
授
の
根
本
構
造
」
を
認
め
て
、
衆
生
の
側
か
ら
す
る
「
虚
妄
分
別
」
思
想
へ
と
発
展
さ
せ
た
文
献

だ
、
と
考
え
る
。
そ
の
際
、
他
系
統
の
「
玲
伽
師
地
論
」
「
摂
事
分
」
か
ら
「
所
取
・
能
取
」
「
一
切
種
子
識
」
「
無
始
時
来
の
因
果
展
転
」

の
諸
思
想
を
摂
取
し
て
「
虚
妄
分
別
」
の
「
雑
染
相
」
を
完
成
さ
せ
、
『
解
深
密
経
』
「
分
別
瑞
伽
品
」
か
ら
「
唯
識
観
行
」
を
摂
取
し
て

「
虚
妄
分
別
」
の
「
入
無
相
方
便
相
」
を
完
成
さ
せ
、
「
智
光
明
荘
厳
経
」
か
ら
「
真
如
」
あ
る
い
は
「
空
性
」
を
導
入
し
て
「
虚
妄
分

別
」
の
「
清
浄
相
」
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
そ
「
虚
妄
分
別
」
思
想
の
原
点
と
な
る
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
凝
集
し
て
い
る
、

さ
て
『
法
法
性
分
別
論
」
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
は
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
山
口
益
博
士
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
一
断
片
と

厨
冒
医
闘
昌
耳
ご
母
目
か
師
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
冒
頭
部
の
一
断
片
を
除
い
て
知
ら
れ
て
い
な
い
。
本
論
の
全
体
を
研
究
す
る
た
め

に
は
、
三
種
類
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
を
彼
此
対
照
し
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
想
定
し
つ
つ
和
訳
す
る
と
い
う
方
法
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
三
種
類
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
、
大
蔵
経
丹
殊
爾
部
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
エ
）
屯
の
宮
口
ｍ
目
○
・
ｍ
印
画
輿
目
○
ず
○
斤
目
目
○
．
心
○
い
い

ｇ
ｏ
吻
昌
員
ｓ
ｏ
匂
ミ
ミ
、
言
、
ミ
曹
司
ご
鼠
曾

目
国
ロ
巴
翼
○
列
の
叫
具
号
｝
＆
島
四
四
口
・
弓
め
ず
昌
丙
言
●
冒
勗
品
冒
巴
丘
四

両
①
く
厨
①
毎
℃
冑
四
宮
冨
臼
己
ロ
ぬ
い
〕
【
』
○
門

（
、
）
勺
①
匠
肖
祠
ロ
○
・
ｍ
ｍ
い
ぬ
目
○
ず
○
戸
ロ
ロ
○
・
」
Ｃ
い
、

９
９
各
員
３
９
ミ
ミ
ミ
亀
ミ
曾
三
‐
》
ご
嵐
、
ｓ
吋
ミ
曾

シ
巨
吾
○
月
く
尉
巨
ご
四
目
堅
彦
匡

１Ｇ
戸
門
口
口
の
巨
凹
骨
○
拭
夛
昌
四
彦
倒
一
四
口

去
匡
斤
壺
○
蜀
皀
昌
四
』
茸
の
く
ゆ

夛
昌
堅
国
窟
ロ
ロ
印
貝
」
切
さ
匡
卸
口
勿
｝
昂
切
国
す
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（
○
）
勺
の
匿
口
”
ロ
○
・
ｍ
印
画
歩
弓
○
写
○
宍
ロ
ロ
○
．
祭
。
い
い

○
言
い
§
侭
ｓ
Ｒ
ミ
ミ
ミ
負
ミ
旨
、
》
ご
ミ
曾
ご
冬
磑
奇
ざ
ご
畠
曾

シ
匡
冒
○
局
ご
巴
口
の
国
ｍ
ｐ
ｍ
目
印

ヨ
到

弓
国
口
切
胃
○
局
》
巨
四
断
冨
口
四
卸
目
Ｕ
の
侭
鴨
Ｈ
里
巴
目
の
冒
口

以
上
の
う
ち
、
㈲
は
、
本
論
を
散
文
体
の
ま
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
訳
し
た
も
の
で
あ
り
、
㈲
は
、
本
論
を
引
用
し
つ
つ
な
さ
れ
た
世
親
の
注
釈

の
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
あ
っ
て
、
元
来
、
前
者
の
訳
と
と
も
に
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
引
用
さ
れ
る
本
論
に
は
、
し
ば
し
ば
、
つ
ぎ
の

◎
訳
に
従
っ
て
改
訂
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
○
は
、
本
論
を
韻
文
体
で
チ
ベ
ッ
ト
訳
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伽
の
改
訂
訳

を
意
図
し
た
如
く
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
、
よ
り
正
確
な
訳
に
な
っ
て
い
る
と
は
、
言
い
難
い
。
上
述
の
よ
う
に
㈲
と
㈲
は
、
野
沢
静
証

博
士
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
が
、
最
近
、
ｗ
⑧
⑥
三
本
を
校
訂
し
、
独
訳
し
た
研
究
が
出
版
さ
れ
た
。

固
呂
の
‐
ロ
の
目
巨
“
吾
の
の
↓
ミ
ミ
ぃ
。
冨
号
侭
冬
、
の
侭
８
、
き
§
§
己
。
ミ
ミ
ヘ
ミ
ｇ
亀
苛
§
弓
閏
§
Ｓ
ざ
曽
息
§
ミ
昌
負
勵
凰
罫
侭
与
冒
島
愚

禽
国
訂
骨
亀
思
ゆ
量
切
耳
巴
‐
○
号
且
○
犀
》
ら
患

従
っ
て
、
現
在
で
は
、
本
書
の
三
本
の
校
訂
テ
ク
ス
ト
を
依
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
詳
細
に
比
較
し
て
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
想
定
し
つ
つ
和
訳
す
る
研
究
の
必
要
性
は
、
か
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
諸
訳
間
の
矛
盾
や
微
妙
な
相
違
は
、

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
『
法
法
性
分
別
論
」
や
④
勺
に
つ
い
て
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
三
本
を
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
の
間
の
矛
盾

や
微
妙
な
相
違
を
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
想
定
し
つ
つ
、
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
か
、
を
注
記
し
た
ノ
ー
ト
を
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
省
略
す
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
想
定
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
提
示
し
た
上
で
、
吃
①
封
を
和
訳
し
、
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に

「
虚
妄
分
別
」
思
想
を
完
成
さ
せ
て
い
る
か
、
を
、
ご
く
簡
単
に
注
記
す
る
に
と
ど
め
る
。
わ
た
く
し
が
構
成
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文

と
そ
の
和
訳
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
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：
・
か
の
菩
薩
は
、
そ
の
無
分
別
智
に
悟
入
し
よ
う
と
願
求
す
る
と
き
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
思
惟
す
る
。

「
無
始
時
来
、
真
如
を
知
ら
な
い
〔
根
本
無
知
の
〕
故
に
、
虚
妄
分
別
が
あ
る
の
だ
。
〔
そ
れ
は
二
層
で
あ
っ
て
、
一
は
〕
一
切
種
子
を
も

っ
て
い
て
、
非
存
在
な
る
〔
所
取
能
取
の
〕
二
が
顕
現
す
る
た
め
の
因
と
な
る
〔
深
層
〕
で
あ
り
、
他
は
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
〔
表
層
〕

で
あ
る
。
そ
の
〔
根
本
無
知
の
〕
故
に
、
〔
虚
妄
分
別
の
二
層
は
、
〕
相
互
に
因
果
と
な
っ
て
は
た
ら
き
あ
い
顕
現
す
る
け
れ
ど
も
、
〔
そ
の

よ
う
に
は
〕
存
在
し
な
い
。
〔
か
く
〕
そ
の
〔
虚
妄
分
別
〕
が
顕
現
す
る
故
に
、
存
在
の
本
性
は
顕
現
し
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
、
そ
の

〔
虚
妄
分
別
〕
が
顕
現
し
な
い
な
ら
ば
、
存
在
の
本
性
そ
の
も
の
が
顕
現
す
る
の
で
あ
る
」

と
い
う
よ
う
に
如
理
に
思
惟
す
る
と
き
に
、
菩
薩
は
、
無
分
別
智
へ
と
悟
入
す
る
の
で
あ
る
。

〔
即
ち
具
体
的
に
は
、
つ
ぎ
の
四
段
階
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
〕

㈲
以
上
の
よ
う
に
認
識
す
る
故
に
、
唯
現
象
す
る
識
が
あ
る
の
み
だ
、
と
い
う
認
識
に
悟
入
す
る
。

吻
負
、
ご
口
》
『
言
諦
負
毎
Ｇ
割
閨
竪
竪
ご
ロ
之
国
ご

ｒ
、

。
、
催

、
幕
ど
き
員
号
ミ
ミ
ミ
亀
）
ミ
」

ミ
、
忌
雷
さ
■
戴
き
葛
己
昌
ご
詠
昌
廷

歩
ゼ
ロ

ト

且
）
、
ご
国
営
屋
、
ロ
冒
蒼
》
尋
、
包
己
ミ
ヨ
負
、
畔
ご
ヨ
ロ
ミ
●
。
ご
負
冒
ミ
守
琴
、
、
、
画
ご
獄
国
畔
ミ

ト

里
己
曽
負
曾
ミ
急
さ
目
奇
ミ
罫
昌
旨
さ
、
罫
冒
§
ミ
ミ
ミ
詩
営
●
国
ご
§
ミ

ト

望
旨
、
ご
匂
罫
§
§
皇
Ｓ
旨
き
員
員
蔵
愚
さ
旨
ミ
ミ
韓
愚
ミ
ミ
き
ざ
菅
営
●
Ｑ
ご
詠
画
ミ

も
冒
島
ミ
Ｓ
ミ
ロ
曽
黛
ミ
ミ
ミ
ロ
国
冷
め
ｇ
ざ
。
§
ミ
ミ
急
詩
営
●
＆
凰
箇
ミ

ト

く

ト

ミ
、
口
旨
昼
ご
亀
口
曽
瞳
曾
冒
ミ
寒
畠
ミ
ョ
ミ
、
凰
雷
巷
皇
爵
葛
ミ
ョ
ミ
、
塁
鴬
旨
ミ
ミ
ペ
●
ミ
ロ
ミ
胃
↓
ミ
量
〃
園
爵
菖
ミ
営
昌
画
ご
§
ミ
ミ
言
琴
§
、
§
言
ご
群
ミ
ミ
ミ
洋
弾

旨
ご
き
計
員
尽
昌
ミ
ョ
ミ
ヨ
↓
凰
曾
巷
ｓ
罰
画
詞
愚
曽
凰
凰
雰
震
『
§
国
蒼
蒼
負
高
畠
註
ミ
ミ
ミ
国
昌
忌
訪
凰
詳
昌
画
罫
ミ
ミ
ヨ
ミ
ョ
ユ
さ
言
愚
曾
嵐
ぎ
き
墓

、

尋
風
呂
旨
ミ
ミ
旨
営
’
黒
ご
冒
息
、
言
、
ミ
逗
畠
ミ
ミ
ミ
獄
ミ
畠
ミ
ミ
§
旨
言
ミ
卦
昌
§
、
幕
ご
§
ご
萱
芭
冨
旨
ミ
ロ
ミ
貫
旨
ミ

ロ
、
宮

一
員
号
ミ
ミ
ミ
亀
冒
、
幕
ご
目
貫
旨
・
§
討
幕
ど
き
劉
忌
ミ
ミ
ミ
亀
、
幕
ご
冒
昌
ミ
ミ
ミ
。
冒
思
ミ
ミ
昌
洋
ミ
ミ
ミ
（
）
言
忌
曽
§
。

01
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本
節
は
、
『
法
法
性
分
別
論
」
全
体
の
構
成
か
ら
す
る
と
、
竃
「
転
依
」
（
根
本
転
回
）
を
「
十
相
」
に
よ
っ
て
説
く
、
と
い
う
中
の

一
相
で
あ
っ
て
、
唖
④
①
「
転
依
の
基
礎
」
相
を
「
無
分
別
智
」
と
し
て
詳
論
し
た
の
に
つ
づ
い
て
、
竃
『
「
無
分
別
智
へ
の
悟
入
」
相

を
「
入
無
相
方
便
相
」
と
し
て
説
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
し
た
よ
う
に
『
菩
薩
地
」
が
「
四
尋
伺
・
四
如
実
遍
知
」
に
よ
っ
て

「
無
分
別
智
」
へ
悟
入
す
る
と
説
き
は
じ
め
た
菩
薩
行
Ｉ
「
加
行
道
」
の
菩
薩
行
Ｉ
を
、
『
解
深
密
経
」
「
分
別
琉
伽
品
」
が
、
「
唯

識
観
行
」
に
よ
っ
て
「
転
依
」
す
る
こ
と
へ
と
発
達
さ
せ
た
の
を
継
承
し
て
、
い
ま
、
あ
ら
た
め
て
「
虚
妄
分
別
」
の
「
入
無
相
方
便

相
」
へ
と
深
化
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
に
は
「
虚
妄
分
別
」
思
想
の
原
点
が
看
取
さ
れ
る
と
考
え
る
。

は
じ
め
に
第
一
に
、
上
来
、
指
摘
し
て
き
た
「
教
授
の
根
本
構
造
」
が
、
つ
ぎ
の
根
本
テ
ー
ゼ
の
中
に
認
め
ら
れ
る
。

口
唯
現
象
す
る
識
が
あ
る
の
み
だ
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
存
在
を
認
識
し
な
い
こ
と
に
悟
入
す
る
。

Ｅ
あ
ら
ゆ
る
対
象
存
在
を
認
識
し
な
い
故
に
、
唯
現
象
す
る
識
が
あ
る
の
み
だ
、
と
い
う
こ
と
を
も
認
識
し
な
い
こ
と
へ
悟
入
す
る
。

囚
そ
の
〔
唯
現
象
す
る
識
が
あ
る
の
み
だ
、
と
い
う
こ
と
を
も
〕
認
識
し
な
い
故
に
、
〔
あ
ら
ゆ
る
対
象
存
在
と
唯
現
象
す
る
識
の
み
と

い
う
〕
二
の
区
別
が
な
い
こ
と
の
認
識
へ
悟
入
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
無
分
別
智
と
は
、
〔
あ
ら
ゆ
る
対
象
存
在
と
唯
現
象
す
る
識
の
み
と
い
う
〕
二
を
認
識
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
い
か
な
る
対

境
も
な
く
対
象
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
〔
無
分
別
智
と
は
、
〕
一
切
の
個
別
相
を
認
識
し
な
い
こ
と
だ
、
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

螢
§
旨
愚
冒
画
き
旨
薑
謎
忌
ミ
ミ
園
ミ
ミ
、
幕
ご
§
§
旨
へ
§
、
鼻
ご
§
覺
忌
ミ
ミ
ミ
国
営
黒
簿
ミ
ヨ
窯
ゞ

「
〔
か
く
〕
そ
の
〔
虚
妄
分
別
〕
が
顕
現
す
る
故
に
、
存
在
の
本
性
は
顕
現
し
な
い
の
で
あ
り
、
も
し
、
そ
の
〔
虚
妄
分
別
〕
が
顕
現
し
な

い
な
ら
ば
、
存
在
の
本
性
そ
の
も
の
が
顕
現
す
る
の
で
あ
る
」
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つ
ぎ
に
「
も
し
、
そ
の
〔
虚
妄
分
別
〕
が
顕
現
し
な
い
な
ら
ば
、
存
在
の
本
性
そ
の
も
の
が
顕
現
す
る
」
と
は
、
あ
る
衆
生
存
在
が

「
入
無
相
方
便
相
」
の
菩
薩
行
を
実
践
し
て
「
法
性
」
を
さ
と
る
と
き
、
「
虚
妄
分
別
」
が
顕
現
し
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
存
在
の
本
性

そ
の
も
の
な
る
「
法
性
」
が
「
顕
現
」
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
「
法
性
」
に
お
い
て
も
、
衆
生
存
在
な
る
「
虚
妄
分

別
」
は
「
顕
現
」
し
な
い
と
い
う
し
か
た
で
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
初
地
乃
至
十
地
の
菩
薩
及
び
佛
は
、
無
数
の
衆
生
に
た
い

し
て
菩
薩
行
し
佛
行
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
菩
薩
あ
る
い
は
佛
が
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
存
在
に
対
し
て
教
授

す
る
」
と
い
う
「
向
下
」
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

か
く
『
智
光
明
荘
厳
経
」
に
説
か
れ
て
い
た
「
真
如
」
あ
る
い
は
「
法
性
」
か
ら
「
虚
妄
分
別
」
へ
と
い
う
「
向
下
」
の
根
本
構
造
が
、

い
ま
や
壺
口
薩
地
」
が
発
見
し
『
解
深
密
経
」
「
分
別
琉
伽
品
」
が
発
達
さ
せ
て
き
た
「
教
授
の
根
本
構
造
」
に
外
な
ら
な
い
と
認
識
さ

れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
「
入
無
相
方
便
相
」
と
い
う
「
向
上
」
の
根
本
構
造
が
成
立
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
で
あ

ろ
う
。
か
く
「
虚
妄
分
別
」
思
想
が
、
「
虚
妄
分
別
」
か
ら
「
法
性
」
へ
の
「
向
上
」
の
根
本
構
造
を
も
っ
と
同
時
に
「
法
性
」
か
ら

「
虚
妄
分
別
」
へ
の
「
向
下
」
の
根
本
構
造
を
も
つ
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
最
も
易
簡
な
る
佛
教
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

第
二
に
、
本
節
、
写
④
旬
が
、
蔚
伽
師
地
論
」
「
摂
事
分
」
か
ら
「
無
始
時
来
の
相
互
因
果
」
「
一
切
種
子
識
」
「
所
取
能
取
」
な
ど

の
最
深
層
概
念
を
取
り
入
れ
て
、
「
虚
妄
分
別
」
の
「
雑
染
相
」
の
哲
学
を
発
達
さ
せ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。

第
三
に
、
本
節
率
④
旬
が
、
ま
さ
し
く
『
解
深
密
経
」
「
分
別
琉
伽
品
」
の
「
唯
識
観
行
」
を
発
達
さ
せ
て
「
入
無
相
方
便
相
」
の
菩

が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

即
ち
「
そ
の
「
〔
虚
妄
分
別
〕
」
が
顕
現
す
る
故
に
、
存
在
の
本
性
は
顕
現
し
な
い
」
と
は
、
あ
る
衆
生
存
在
に
お
い
て
「
虚
妄
分
別
」
が

顕
現
す
る
故
に
、
存
在
の
本
性
た
る
「
法
性
」
が
顕
現
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
「
虚
妄
分
別
」
に
お
い
て
「
法

性
」
は
「
顕
現
し
な
い
」
と
い
う
し
か
た
で
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
れ
は
、
「
虚
妄
分
別
」
に
即
し
て
「
入
無
相
方
便
相
」

の
菩
薩
行
を
実
践
し
て
「
法
性
」
を
さ
と
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
「
衆
生
が
菩
薩
行
す
る
」
と
い
う
「
向
上
」

ワ q
写 』



薩
行
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
、

と
い
う
よ
う
に
一
唯
識
」
悴

あ
る
。
そ
も
そ
も
『
法
法
一

「
入
無
相
方
便
相
」
を
き
：

箇
所
だ
、
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
、
本
稿
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
仮
説
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
っ
た
Ｉ
イ
ン
ド
佛
教
思
想
史
に
お
け
る
原
始
佛
教
思
想
の
根
本
の
宗

教
体
験
と
大
乗
佛
教
思
想
の
根
本
の
宗
教
体
験
と
は
、
同
じ
く
、
こ
こ
に
「
根
本
転
回
」
と
よ
ぶ
宗
教
体
験
を
共
有
す
る
、
即
ち
古
い
歴

こ
の
よ
う
な
諸
点
を
考
慮
す
る
と
き
、
『
弥
勒
論
耆
」
全
体
の
中
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
「
虚
妄
分
別
」
思
想
が
、
ど
こ
か
ら
成
立

し
て
き
た
か
の
の
○
目
。
①
の
を
明
示
し
て
い
る
箇
所
は
、
な
い
と
考
え
る
。
と
く
に
こ
こ
で
は
「
入
無
相
方
便
相
」
の
菩
薩
行
が
、
「
解
深

密
経
」
「
分
別
琉
伽
品
」
の
「
唯
識
（
且
爵
呂
日
割
国
）
観
行
」
か
ら
成
立
し
て
き
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

⑤

わ
た
く
し
と
し
て
は
、
こ
こ
に
こ
そ
「
虚
妄
分
別
」
思
想
の
起
源
が
あ
る
、
と
結
論
し
て
お
き
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
虚
妄

分
別
」
思
想
が
、
「
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
お
い
て
、
は
る
か
に
豊
か
な
思
想
へ
と
完
成
さ
れ
、
そ
れ
が
、
無
着
『
摂
大
乗
論
』
の
中
心
思

想
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

吋
ミ
ミ
§
ミ
ミ
ョ
罫
ミ
威
曾
§
ミ
ミ
、
８
画
含
冒
寒
恩
昌
ご
§
ミ
簿
￥

以
上
の
よ
う
に
認
識
す
る
故
に
、
唯
現
象
す
る
識
が
あ
る
の
み
だ
、
と
い
う
認
識
に
悟
入
す
る
。

「
唯
識
」
に
悟
入
す
る
と
説
き
は
じ
め
て
、
そ
の
四
項
に
わ
た
る
「
入
無
相
方
便
相
」
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
で

ｂ
『
法
法
性
分
別
論
』
は
、
霊
吟
脚
式
ｑ
Ｐ
ｍ
函
な
ど
に
お
い
て
も
「
入
無
相
方
便
相
」
を
く
り
返
し
説
い
て
い
て
、

出
を
き
わ
め
て
重
視
す
る
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
か
④
旬
こ
そ
が
「
入
無
相
方
便
相
」
の
菩
薩
行
の
成
立
を
宣
言
す
る

ヒ
コ

ニ
ー糸

五
口

一
言
ロ
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史
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
な
ず
ん
だ
深
層
の
存
在
か
ら
解
脱
し
て
、
新
し
い
歴
史
を
創
造
す
る
自
由
な
存
在
へ
と
根
本
転
回
す
る
、
と
い
う
点

で
は
同
一
で
あ
る
が
、
方
向
が
逆
向
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
、
前
者
で
は
、
人
間
存
在
の
側
か
ら
し
て
、
い
ま
こ
こ
の
深
層
存
在
を
漸

次
に
究
明
し
て
最
深
層
の
存
在
を
究
明
し
た
と
こ
ろ
で
根
本
転
回
す
る
、
と
い
う
意
味
で
人
間
存
在
の
側
か
ら
す
る
根
本
転
回
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
後
者
で
は
、
諸
佛
の
側
か
ら
諸
佛
を
諸
佛
た
ら
し
め
る
根
本
真
理
「
空
性
」
を
説
法
し
つ
つ
現
成
し
て
き
て
根
本
転
回
せ

し
め
る
、
と
い
う
意
味
で
諸
佛
の
側
か
ら
す
る
根
本
転
回
で
あ
る
、
と
。

と
い
う
よ
う
に
仮
説
し
て
お
い
て
、
西
北
イ
ン
ド
地
方
の
例
え
ば
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
に
お
い
て
原
始
佛
教
系
統
の
人
間
存
在
の
実
践
的

修
行
の
伝
統
を
守
り
つ
づ
け
た
保
守
派
の
職
伽
行
者
達
と
同
地
方
の
例
え
ば
タ
キ
シ
ラ
地
域
に
お
い
て
大
乗
佛
教
系
統
の
諸
佛
を
ほ
め
う

た
い
つ
つ
三
昧
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
を
体
験
し
つ
つ
あ
っ
た
革
新
派
の
琉
伽
行
者
達
が
、
相
互
に
影
響
し
あ
い
な
が
ら
、
玲
伽
行
唯
識
哲
学

を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
と
り
あ
げ
た
「
虚
妄
分
別
」
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
考
え
た
１
１
原
始
佛
教
系
統
の
保
守
派
の
琉
伽
行
者
達
が
、
あ
る
段
階
で
大
乗
佛
教
を
受
容
し
て
、
か
れ
ら
の
伝
統
的
修
行
道
体

系
、
即
ち
「
止
・
観
」
を
修
行
し
「
転
依
」
し
て
「
見
道
」
を
さ
と
る
と
い
う
修
行
道
体
系
を
「
大
乗
化
」
し
よ
う
と
し
、
『
菩
薩
地
」

に
お
い
て
「
菩
薩
戒
」
の
授
戒
儀
礼
を
説
い
て
菩
薩
の
修
行
道
体
系
を
構
築
し
は
じ
め
、
や
が
て
「
唯
識
観
行
」
を
実
践
的
に
修
行
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
に
対
抗
し
て
、
大
乗
佛
教
系
統
の
革
新
派
の
玲
伽
行
者
達
も
、
負
け
じ
と
自
派
の
大
乗
経
典
に
由
来
す
る
「
虚
妄
分

別
」
概
念
を
基
礎
に
し
て
、
そ
こ
に
他
派
の
最
新
の
思
想
「
教
授
の
根
本
構
造
」
を
導
入
し
、
最
深
層
の
諸
概
念
「
所
取
・
能
取
」
「
無

始
時
来
の
相
互
因
果
展
転
」
な
ど
、
を
摂
取
し
て
「
虚
妄
分
別
」
思
想
を
完
成
さ
せ
る
、
そ
の
際
に
他
派
の
最
新
の
「
唯
識
観
行
」
を
も

「
虚
妄
分
別
」
に
摂
取
し
て
「
入
無
相
方
便
相
」
の
菩
薩
道
を
実
践
的
に
修
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
。
こ
こ
に
お
い
て
原
始
佛
教
系

統
と
大
乗
佛
教
系
統
と
の
二
方
向
の
根
本
転
回
が
、
結
局
は
一
つ
の
根
本
転
回
だ
、
と
い
う
自
覚
が
成
立
し
、
実
践
的
な
菩
薩
道
が
実
践

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
よ
り
根
本
的
に
は
両
系
統
の
思
想
も
同
一
の
本
性
に
お
い
て
つ
な
が
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
て
佛
教

哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
成
立
し
た
こ
と
の
意
義
は
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
考
え
る
。
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と
あ
る
の
は
、
末
法
の
時
に
あ
っ
て
は
「
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
」
と
い
う
最
深
層
の
真
実
を
自
覚
す
る
ひ
と
の
み
が
、

「
即
の
時
」
に
阿
弥
陀
如
来
に
「
往
相
回
向
」
せ
し
め
ら
れ
て
「
大
乗
正
定
聚
の
数
」
に
入
る
の
だ
、
と
教
え
て
お
ら
れ
る
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
親
驚
聖
人
が
、
弥
勒
論
害
の
「
虚
妄
分
別
」
思
想
を
直
接
学
ば
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
そ

の
「
虚
妄
分
別
」
思
想
が
、
す
ぐ
つ
づ
い
て
無
着
『
摂
大
乗
論
」
の
根
本
思
想
と
な
り
、
さ
ら
に
世
親
菩
薩
の
根
本
思
想
と
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
が
曇
鴬
大
師
を
経
て
親
鶯
聖
人
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑
い
な
く
思
想
史
の
事
実
で
あ
る
、
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
で
親
驚
聖
人
の
宗
教
体
験
は
、
佛
教
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
そ
の
も
の
を
伝
持
す
る
も
の
だ
Ｉ
と
い
う
こ
と
を
、

わ
た
く
し
は
、
少
し
づ
っ
で
も
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
た
い
、
と
願
っ
て
い
る
。

わ
た
く
し
は
、
か
く
し
て
原
始
佛
教
思
想
の
禅
定
実
践
に
お
い
て
人
間
存
在
の
無
意
識
の
深
層
を
究
明
し
て
い
っ
て
最
深
層
の
「
無
始

時
来
の
相
互
因
果
展
転
」
を
さ
と
り
根
本
転
回
す
る
こ
と
が
、
即
ち
諸
佛
か
ら
説
法
し
て
く
る
「
空
性
」
あ
る
い
は
「
法
性
」
を
さ
と
っ

て
根
本
転
回
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
だ
、
か
く
輪
廻
業
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
最
深
層
を
さ
と
る
こ
と
と
一
つ
に
、
そ
の
ま
ま
「
空
性
」
あ
る
い

は
「
法
性
」
を
さ
と
っ
て
根
本
転
回
し
て
不
退
転
菩
薩
に
な
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
佛
教
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う

だ
、
と
す
る
と
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
、
そ
し
て
日
本
へ
伝
来
し
た
佛
教
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
、
と
い
う
こ
と
も
、
曇
驚
大
師

や
親
鶯
聖
人
の
宗
教
体
験
を
想
起
す
る
と
き
、
す
ぐ
に
御
了
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
。
親
鶯
聖
人
「
教
行
信
証
」
証
巻
の
序
分
に

「
し
か
る
に
煩
悩
成
就
の
凡
夫
、
生
死
罪
濁
の
群
萌
、
往
相
回
向
の
心
行
を
獲
れ
ば
、
即
の
時
に
大
乗
正
定
聚
の
数
に
入
る
な

注①
本
稿
は
、
’
一
○
○
一
年
一
月
一
六
日
に
大
谷
大
学
佛
教
学
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
講
演
の
草
稿
を
書
き
改
め
て
論
文
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

将
来
、
佛
教
学
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
学
生
諸
君
に
問
題
提
起
す
る
意
味
で
、
や
や
概
説
的
に
論
じ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
・
御
了
解
い
た
だ
き

た
い
。

恥
Ｗ
／
」
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③
拙
稿
「
十
地
思
想
の
成
立
と
展
開
」
（
霊
座
大
乗
佛
教
』
３
、
「
華
厳
思
想
」
一
九
八
三
所
収
）
参
照
。

④
諸
大
乗
経
典
の
中
で
「
虚
妄
分
別
」
な
る
概
念
を
説
く
の
は
、
勿
論
、
こ
の
『
智
光
明
荘
厳
経
』
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
『
維
摩
詰
所
説
経
』

巻
中
「
観
衆
生
品
」
第
七
（
大
正
５
鯉
弓
）
ａ
長
尾
雅
人
訳
『
維
摩
経
』
（
「
大
乗
仏
典
」
７
、
中
央
公
論
社
刊
）
で
」
ｇ
な
ど
に
も
、
説
か

れ
て
い
る
。
し
か
し
『
究
寛
一
乗
宝
性
論
』
に
お
い
て
本
経
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
て
、
本
経
の
「
虚
妄
分
別
」

こ
そ
が
、
『
法
法
性
分
別
論
』
な
ど
の
お
け
る
「
虚
妄
分
別
」
の
い
○
員
◎
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

⑤
わ
た
く
し
は
、
こ
の
よ
う
に
「
法
法
性
分
別
論
』
こ
そ
が
、
「
虚
妄
分
別
」
思
想
を
確
立
し
た
の
で
あ
り
、
「
大
乗
荘
厳
経
論
」
に
も
先
行
す
る
、

と
考
え
る
が
、
そ
の
考
え
に
対
す
る
松
田
和
信
氏
の
批
判
に
お
答
え
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
松
田
氏
は
、
『
唯
識
三
十
頌
』
安
慧
釈
に
引

用
さ
れ
る
ゞ
昌
弓
時
巴
冨
目
画
く
既
乱
闘
日
日
蓮
な
る
後
期
大
乗
経
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本
の
断
片
を
、
は
じ
め
ギ
ル
ギ
ッ
ト
写
本
の
中
に
発
見

さ
れ
、
つ
づ
い
て
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
東
洋
学
研
究
所
の
旧
し
’
一
ン
グ
ラ
ー
ド
支
部
に
管
理
さ
れ
る
ネ
パ
ー
ル
系
写
本
の
中
に
も
発
見
さ
れ
て
、

チ
ベ
ッ
ト
訳
や
敦
埠
出
土
漢
訳
写
本
な
ど
を
も
参
照
し
つ
つ
、
同
経
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
を
復
元
し
て
学
界
に
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

同
氏
「
目
３
国
冒
冒
ぐ
の
段
圃
日
日
ゞ
に
つ
い
て
Ｉ
無
分
別
智
と
後
得
智
の
典
拠
と
し
て
ｌ
」
（
『
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
三
四
号
、
一
九
八

一
）
、
「
冒
目
旨
冨
冒
の
ぐ
の
笛
再
考
ｌ
と
く
に
「
法
法
性
分
別
論
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
ｌ
」
含
印
度
学
佛
教
学
研
究
」
第
妬
巻
第
１
号
、
一

九
九
六
）
及
び
「
冒
弓
旨
盲
目
ぐ
の
菖
圃
国
昌
、
ｌ
梵
文
テ
キ
ス
ト
と
和
訳
ｌ
」
（
「
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
塁
第
３
号
、
一
九
九
六
）

参
照
。
わ
た
く
し
は
、
も
と
よ
り
松
田
氏
が
膨
大
な
写
本
資
料
を
博
捜
し
て
、
こ
の
大
乗
経
典
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
を
発
見
し
復
元
さ
れ
た
労

に
感
謝
し
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
経
が
「
法
法
性
分
別
論
』
に
先
行
す
る
、
し
た
が
っ
て
後
者
は
、
き
わ
め
て
後
期
の
論
典
だ
、
と
い

う
結
論
に
は
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
な
『
法
法
性
分
別
論
』
が
、
ま
さ
し
く
「
虚
妄
分
別
」
を
確
立
し
「
入
無
相
方

便
相
」
を
説
く
こ
と
を
主
題
と
す
る
論
書
で
あ
る
と
い
う
基
本
性
格
が
、
そ
の
大
乗
経
典
か
ら
導
出
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む

し
ろ
、
逆
に
、
そ
の
大
乗
経
典
が
、
『
法
法
性
分
別
論
』
に
も
と
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
、
と
考
え
た
方
が
い
い
、
と
思
う
。
松
田
氏
が
、
こ
の
大
乗

経
典
が
「
法
法
性
分
別
論
』
に
先
行
す
る
と
結
論
さ
れ
た
主
要
な
理
由
の
一
つ
は
、
「
法
法
性
分
別
論
』
、
一
Ｐ
Ｃ
全
冨
烏
昼
の
圃
日
国
自
己
鼠
四
目
日

②
く
薇
の
唖
の
番
号
は
、
向
井
亮
「
蔚
伽
師
地
論
』
摂
事
分
と
『
雑
阿
含
経
』
」
言
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
浜
×
×
日
典
ら
閉
）
に
附
せ

ら
れ
た
「
対
応
関
係
一
覧
表
」
の
番
号
を
依
用
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
阿
含
経
と
の
対
応
関
係
を
確
認
し
た
上
で
、
「
摂
事
分
」
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
と

漢
訳
各
一
本
を
対
比
さ
せ
て
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
を
想
定
し
つ
つ
解
読
す
る
、
と
い
う
以
外
の
し
か
た
で
は
、
ほ
と
ん
ど
解
読
し
得
な
い
と
考
え

る

ワワ
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し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、
ゞ
厨
野
呂
各
自
ぐ
胃
冨
・
騒
認
〕
弓
は
、
『
中
辺
分
別
論
』
第
五
章
穴
路
及
び
そ
の
世
親
釈
に
常
と
無
常
の
二
辺
及
び

我
と
無
我
の
二
辺
を
離
れ
る
行
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
、
世
親
釈
に
お
い
て
は
《
日
且
耳
四
日
目
胃
』
宙
』
己
目
こ
引
目
日
〕
と

注
釈
さ
れ
て
い
る
。
《
鼠
胤
国
名
号
目
く
胃
国
・
囲
留
）
日
を
「
無
分
別
智
」
と
し
て
解
釈
す
る
伝
統
は
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
松

田
氏
が
原
典
を
発
見
さ
れ
た
後
期
大
乗
経
典
を
俟
っ
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
る
。

９
国
庁
厨
吾
四
目
四
目
豐
巨
肝
ｍ
日
、
昌
司
宮
陦
四
日
囚
巨
時
の
国
日
旨
日
円
く
房
四
］
冒
遇
四
百
四
口
ｍ
望
四
国
四
ｓ
閣
員
日
日
莅
厨
目
四
目
号
宮
口
望
○
日
日
ロ
ケ
旨
ぐ
四
尾
な
る

経
典
引
用
が
、
こ
の
大
乗
経
典
か
ら
の
引
用
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
来
、
山
口
益
博
士
が
、
こ
こ
の
経
典
引
用
を
《
鼠
倒
母
煙
日
冒
昌
ぐ
閂
国
・

践
器
・
弓
に
同
定
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
松
田
氏
は
、
そ
こ
に
は
「
無
分
別
」
と
の
関
係
が
見
ら
れ
な
い
、
そ
れ
に
反
し
て

震
冨
尉
ぐ
時
四
］
Ｅ
で
国
く
風
且
訂
国
昌
・
に
お
い
て
は
「
無
分
別
（
界
）
」
の
定
義
に
な
っ
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
同
経
典
が
、
↑
鼠
胤
冨
冒
冨
口
く
四
『
国
・
の

定
義
を
「
無
分
別
（
界
）
」
の
定
義
へ
と
転
用
し
た
後
に
、
『
法
法
性
分
別
論
』
が
「
無
分
別
智
」
の
定
義
と
し
て
引
用
し
た
の
だ
、
と
結
論
さ
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
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