
現
観
の
順
序
〔
を
解
説
す
る
〕
に
つ
い
て
二
つ
〔
の
事
柄
〕
が

あ
る
。
〔
そ
の
一
つ
は
順
序
を
〕
概
説
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、

現
観
し
よ
う
と
思
う
者
は
先
ず
第
一
に
、
〔
現
観
の
途
中
で
〕
散

第
一
節
現
観
順
序
概
説

戒
に
住
し
、
聞
思
を
行
っ
た
者
は
、
修
を
勤
修
す
る
。
閉
所
成
な
ど

の
慧
は
、
名
と
〔
名
と
意
味
内
容
と
の
〕
両
方
と
意
味
内
容
と
を
対

象
と
す
る
。

く
Ｈ
詐
叶
秒
‐
印
詐
ぼ
ゆ
声
の
Ｈ
臣
庁
ｐ
ｌ
ｏ
〕
ご
庁
秒
く
い
目
ご
豈
四
ぐ
四
口
駒
望
幽
罠
ロ
も
Ｈ
細
い
望
匡
］
望
Ｐ
寺
①
．

巨
勵
目
冒
四
‐
口
ご
置
四
望
四
‐
四
Ｈ
庁
彦
ｐ
Ｉ
ぐ
伝
色
唾
脚
の
Ｈ
巨
岳
四
口
胃
ゆ
ぐ
甲
画
色
目
丙
働
旦
置
』
貝
四
Ｆ

Ｌ

へ
画
）

〆
挺

本
訳
は
先
に
当
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
四
八
号
（
一
九
八
八
年
）
に
掲
載
し
た
同
名
の
和
訳
㈲
に
続
く
も
の
で
あ
る
。

第
三
章
現
観
の
順
序

チ
ム
。
ジ
ャ
ン
ピ
ー
ヤ
ン
の
『
倶
舎
論
釈
』

蕊
六
章
賢
聖
口
聖
の
和
訳

乱
が
生
じ
な
い
た
め
の
原
因
と
な
る
べ
き
七
種
の
別
解
脱
律
儀
の

ど
れ
か
に
住
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
迷
い
を
生
じ
な
い
こ
と
の

①
②

原
因
と
な
る
べ
き
見
諦
へ
と
通
ず
る
聞
〔
法
〕
に
勤
め
る
。
そ
の

後
に
決
択
を
生
ず
る
原
因
と
な
る
寺
へ
き
意
味
内
容
に
関
す
る
不
顛

③

倒
な
る
思
惟
を
行
う
。
意
味
内
容
に
関
す
る
思
惟
を
体
得
し
た
者

は
、
解
脱
を
も
た
ら
す
原
因
と
な
る
ゞ
へ
き
そ
の
意
味
内
容
を
修
習

④

す
る
三
昧
に
専
心
す
る
。
経
に
「
勤
勉
に
常
に
努
め
る
比
丘
は
、

戒
を
正
し
く
保
ち
、
心
と
智
慧
と
を
修
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

苦
を
消
滅
す
る
に
至
る
」
と
説
か
れ
、
ま
た
「
戒
に
依
り
戒
に
住

し
て
法
を
修
習
す
等
へ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ
、
更
に
ま
た
「
大
徳

よ
、
多
聞
と
称
せ
ら
れ
る
比
丘
は
、
如
何
に
し
て
多
聞
と
称
せ
ら

れ
る
に
至
る
の
か
。
い
か
程
の
こ
と
〔
を
行
ず
る
こ
と
〕
に
よ
っ

、
Ｉ
Ｉ
Ｊ

／

(二）

谷
信
千
代
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て
善
逝
は
多
聞
の
比
丘
と
呼
び
給
う
の
か
。
比
丘
よ
、
比
丘
が
五

濡
を
厭
い
、
負
欲
缶
巨
ゞ
ｇ
を
離
れ
、
入
滅
せ
ん
が
た
め
に
法
を

聞
く
者
と
な
る
な
ら
ば
、
多
聞
の
比
丘
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
‐
｜

と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
間
所
成
の
智
慧
な
ど
と
は
如
何
な
る
も
の
を
言
う
の

⑤

か
と
言
え
ば
、
毘
婆
沙
師
た
ち
は
〔
次
の
よ
う
に
言
う
。
即
ち
〕

聞
所
成
の
慧
つ
ま
り
智
慧
と
、
〔
偶
の
〕
「
な
ど
」
宙
呂
）
の
語
に

含
ま
れ
る
思
所
成
と
修
所
成
の
智
慧
と
は
順
次
、
〔
間
所
成
の
慧

は
〕
名
（
３
日
Ｐ
、
単
語
）
〔
を
対
象
と
し
、
思
所
成
の
慧
は
〕
或

る
時
は
文
（
ぐ
制
星
餌
。
Ｐ
、
音
節
）
に
よ
っ
て
意
味
内
容
を
引
き
出

し
、
或
る
時
は
意
味
内
容
に
よ
っ
て
文
を
引
き
出
す
の
で
名
と
意

味
内
容
の
両
方
を
〔
対
象
と
す
る
。
修
所
成
の
慧
は
〕
文
に
依
ら

ず
に
意
味
内
容
を
解
す
る
か
ら
意
味
内
容
の
み
を
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
る
、
と
。
書
え
ば
、
水
泳
を
よ
く
習
っ
て
い
な
い
人
と
、

少
し
習
っ
た
人
と
、
熟
達
し
た
人
と
が
、
〔
そ
れ
ぞ
れ
順
次
に
〕

板
な
ど
の
つ
か
ま
る
物
に
頼
り
、
或
る
時
は
頼
り
或
る
時
は
頼
ら

ず
、
全
く
頼
ら
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
師
（
軌
範
師
、
世
親
）
は
そ
う
い
う
〔
よ
う
に
考
え

た
〕
場
合
に
は
、
名
を
対
象
と
す
る
の
は
聞
所
成
〔
の
言
〕
で
あ

り
、
意
味
内
容
を
対
象
と
す
る
の
は
修
所
成
〔
の
慧
〕
で
あ
り
、

従
っ
て
思
所
成
〔
の
慧
〕
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
そ
れ
故
、
増

⑥

〔
現
観
の
順
序
を
〕
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、
資
糧
道
と
加
行
道
と

見
道
と
の
三
つ
〔
に
な
る
〕
。
そ
の
中
で
、
最
初
（
の
資
糧
道
）

に
関
し
て
言
え
ば
、
道
を
修
習
す
る
者
は
、
一
人
で
住
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
身
体
を
人
女
と
の
交
わ
り
か
ら
〔
遠
ざ
け
〕
、
心
を

煩
悩
を
伴
う
不
善
な
ど
の
分
別
か
ら
〔
遠
ざ
け
、
こ
の
よ
う
に
し

上
縁
で
あ
る
信
頼
す
べ
き
聖
教
〔
を
聞
く
こ
と
〕
と
、
道
理
を
以

て
考
察
す
る
こ
と
と
、
三
昧
に
安
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
内

容
を
証
得
す
る
こ
と
と
が
、
順
次
に
三
言
な
の
で
あ
る
と
述
べ
て

い
る
。第

二
節
現
観
順
序
詳
説

一
、
資
糧
道

仙
身
器
清
浄

二
種
の
遠
離
を
備
え
た
者
に
お
い
て
は
［
修
習
は
完
成
す
る
が
〕
、
不

満
足
の
者
と
大
欲
の
者
に
お
い
て
は
〔
完
成
す
る
こ
と
は
〕
な
い
。

不
満
足
と
は
得
た
も
の
の
上
に
更
に
多
く
を
願
う
こ
と
で
あ
り
、
大

欲
と
は
ま
だ
得
て
い
な
い
も
の
を
〔
獲
得
し
た
い
と
〕
願
う
こ
と
で

あ
る
。

ぐ
ぐ
密
。
ｐ
丙
沙
刷
四
△
ぐ
ゅ
罰
塑
‐
ぐ
ゅ
国
寓
ロ
包
尉
四
日
目
稗
四
‐
目
ゅ
房
８
嵌
色
言
伝
．

］
四
弓
凸
彦
①
ウ
ロ
巨
ぐ
ゅ
昏
出
己
尉
彦
動
画
詐
巨
の
匙
Ｈ
四
］
ゆ
ず
ロ
ロ
①
‐
言
○
房
動
Ｈ
ｐ
ｐ
園
の
○
１

．
里
。
‐
侯
・

○
ぽ
ゅ
庁
凹
Ｓ
）
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て
〕
二
種
の
遠
離
を
兼
ね
備
え
て
修
習
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ら

二
種
の
遠
離
を
備
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
欲
と
知
足
に
お
い
て

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
不
満
足
と
大
欲
に
お
い
て
は
〔
備
わ
ら
〕
な

い
。

そ
の
二
つ
（
不
満
足
と
大
欲
）
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
と

云
え
ば
、
阿
毘
達
磨
論
師
た
ち
は
、
己
に
手
に
い
れ
た
衣
服
な
ど

の
好
ま
し
い
も
の
に
対
し
て
更
に
求
め
願
う
こ
と
が
不
満
足
で
あ

り
、
そ
れ
ら
を
得
て
い
な
い
場
合
に
〔
得
た
い
と
〕
願
う
こ
と
が

⑦

大
欲
で
あ
る
と
言
う
。

し
か
し
〔
已
に
手
に
い
れ
た
〕
衣
服
な
ど
を
更
に
求
め
る
と
い

う
こ
と
も
、
つ
ま
り
は
ま
だ
得
て
い
な
い
も
の
に
対
し
て
〔
求
め

る
こ
と
〕
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
も
大
欲
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
よ
く
な
い
も
の
を
少
し
だ
け
得
た
こ
と
を
喜
ば
な
い
こ
と
が

不
満
足
で
、
よ
い
も
の
を
多
く
得
て
い
な
い
場
合
に
〔
得
た
い
と
〕

願
う
こ
と
が
大
欲
で
あ
る
と
師
（
軌
範
師
、
世
親
）
は
言
う
。
或

は
先
に
得
て
い
な
い
も
の
を
〔
得
た
い
と
〕
願
う
こ
と
が
大
欲
で

あ
り
、
白
眉
』
沙
）
得
た
時
に
そ
れ
よ
り
よ
い
も
の
を
多
く
〔
得
た

い
と
〕
願
う
こ
と
が
不
満
足
で
あ
る
。

②
少
欲
、
知
足
、
四
聖
種
の
本
質
と
し
て
の
無
負

〔
少
欲
と
知
足
は
、
大
欲
と
不
満
足
に
〕
杭
す
る
が
故
に
、
そ
れ
ら

不
満
足
と
大
欲
と
に
抗
す
る
も
の
が
、
そ
れ
ら
二
つ
を
対
治
す

る
所
の
知
足
と
少
欲
で
あ
る
。
対
治
す
る
も
の
で
あ
る
そ
の
少
欲

と
知
足
と
の
二
つ
は
、
欲
界
な
ど
の
三
界
に
属
し
無
垢
で
あ
る
。

他
方
、
不
満
足
と
大
欲
と
は
不
善
の
〔
心
所
法
で
あ
る
〕
負
な
の

で
欲
界
に
属
す
る
。
そ
れ
ら
少
欲
と
知
足
の
本
質
は
無
負
と
い
う

善
〔
の
心
所
法
〕
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
無
寅
は
聖
種
（
聞
冨
ぐ
ゅ
員
画
）

で
あ
る
。
そ
れ
ら
（
聖
種
）
か
ら
聖
者
た
ち
が
生
れ
る
か
ら
で
あ

つ
く
》
Ｏ

そ
の
聖
種
を
分
け
れ
ば
、
経
典
に
「
聖
種
に
は
四
種
あ
る
。
衣

服
に
対
す
る
無
負
と
、
飲
食
物
に
対
す
る
無
負
と
、
住
居
に
対
す

る
無
負
と
、
断
と
修
習
と
を
喜
ぶ
こ
と
と
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て

⑧

い
る
。
そ
の
中
で
初
め
の
三
つ
は
知
足
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

も
し
、
四
種
の
聖
種
は
、
〔
そ
の
全
て
が
〕
知
足
を
本
質
と
す

を
対
治
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
は
三
界
に
属
す
る
も
の
で

も
あ
り
、
無
漏
で
も
あ
る
。
〔
そ
し
て
そ
の
本
質
は
〕
無
寅
で
あ
る
。

聖
種
も
〔
無
貫
を
自
性
と
す
る
も
の
〕
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
（
四
種

の
聖
種
）
の
内
の
三
つ
は
、
知
足
を
そ
の
本
質
と
す
る
。

く
５
秒
ご
爵
弾
曾
早
ぐ
ざ
巴
例
四
巨
芽
匙
冒
弾
く
幽
鷺
四
‐
騨
日
里
四
目
○
四

Ｉ
Ｆ
。

芹
騨
匡
．
色
］
○
ず
ロ
四
口
脚
Ｈ
茸
ｐ
ご
四
時
恒
心
色
の
。
色
命
①
ｍ
動
昌
冒
庁
巨
、
毒
ぐ
Ｉ
倒
茸
己
四
屍
幽
の

■
・
■
・
０
、

計
Ｈ
餌
冠
秒
昏
．
（
「
）
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る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
無
負
を
本
質
と
す
る
と
言
え

る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
云
う
な
ら
、
第
四
〔
の
聖
種
〕
も
欲
と
生

存
（
有
）
と
に
離
反
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
無
寅
で
あ
る
。
断
は

滅
〔
諦
〕
で
あ
り
、
修
習
は
道
〔
諦
〕
で
あ
る
、
そ
れ
ら
を
喜
ぶ

⑨

こ
と
は
無
寅
に
相
応
す
る
信
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
四
聖
種
は
何
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の

中
の
初
め
の
三
つ
は
解
脱
を
成
就
す
る
た
め
の
正
し
い
行
い
（
ｍ
四
‐

日
且
胃
習
幽
）
と
し
て
の
生
活
の
仕
方
を
示
し
、
最
後
〔
の
一
つ
〕

は
為
す
争
へ
き
仕
事
（
冨
罵
目
Ｐ
）
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い

う
訳
で
経
典
に
は
、
〔
そ
れ
ま
で
の
〕
自
分
の
生
活
の
仕
方
と
仕

事
と
を
す
ぺ
て
捨
て
て
、
解
脱
を
求
め
て
帰
依
し
た
弟
子
た
ち
に
、

⑧
四
聖
種
が
説
か
れ
る
理
由

〔
四
聖
種
の
〕
最
後
の
も
の
で
仕
事
を
、
〔
初
め
の
〕
三
つ
で
生
活
の

仕
方
を
〔
示
さ
ん
が
た
め
〕
で
あ
る
。
〔
ま
た
、
そ
れ
が
一
不
さ
れ
た

の
は
〕
渇
愛
の
生
ず
る
こ
と
を
対
治
す
る
も
の
と
し
て
で
あ
り
、
我

所
〔
執
〕
と
我
執
と
の
〔
対
象
〕
物
に
対
す
る
欲
を
、
そ
の
時
々
に

ま
た
永
久
に
静
め
る
た
め
で
あ
る
。

炭
胃
目
Ｐ
四
目
①
巨
騨
盲
旨
冒
吋
ぐ
毘
茸
旨
黛
目
申
巨
ｇ
胃
旨
‐
ぐ
ぢ
少
膀
鼻
勲
Ｆ

ｃ
Ｄ
ｏ
■
。
‐
Ｐ

Ｈ
冒
湧
昌
己
Ｐ
‐
ゆ
ぽ
四
目
〕
ｆ
戸
ｐ
Ｈ
ｐ
ｌ
ぐ
ゆ
の
・
庁
ぐ
ｌ
旨
○
ぼ
ゆ
ふ
い
庁
丙
酔
胃
色
’
四
守
冨
伊
邑
詐
包
あ
い
国
庁
四
‐

く
①
．
（
⑭
）

〔
修
道
者
と
し
て
の
正
し
い
〕
生
活
の
仕
方
と
仕
事
と
の
二
つ
が

説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
初
め
の
三
種
の
聖
種
は
生

活
の
仕
方
を
示
し
、
第
四
番
目
は
仕
事
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〃
汝
が
こ
う
い
う
仕
方
で
こ
の
こ
と
を
行
え
ば
久
し
か
ら
ず
し
て

解
脱
を
得
る
で
あ
ろ
う
″
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
生
活
の
仕
方

⑩

と
仕
事
の
二
つ
が
四
聖
種
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

衣
服
や
食
物
な
ど
に
対
す
る
大
欲
と
不
満
足
と
い
う
自
分
の
〔
そ

れ
ま
で
の
〕
生
活
の
仕
方
と
、
農
業
や
商
業
な
ど
の
〔
修
道
に

は
〕
ふ
さ
わ
し
く
な
い
仕
事
と
を
捨
て
て
、
正
し
い
生
活
の
仕
方

命
届
』
ご
と
仕
事
、
即
ち
少
欲
と
知
足
と
、
及
び
断
と
修
と
に
喜

び
努
め
る
者
は
解
脱
を
得
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

で
は
何
故
そ
の
よ
う
な
生
活
の
仕
方
と
仕
事
と
が
説
か
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
経
典
に
は
四
種
の
渇
愛
の
生
ず
る
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
を
対
治
す
る
も
の
〔
を
示
す
〕
た
め
に
四
聖
種

は
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
経
典
に
は
「
比
丘
よ
、
渇
愛
が
生
ず
る

時
は
、
衣
服
の
故
に
、
飲
食
の
故
に
、
坐
臥
処
の
故
に
生
ず
る
。

住
し
つ
つ
住
し
、
執
し
つ
つ
執
す
る
。
比
丘
よ
渇
愛
が
生
ず
る
時
、

そ
の
よ
う
な
生
存
と
非
生
存
の
故
に
生
ず
る
の
で
あ
る
」
と
説
か

⑪

れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
は
渇
愛
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
〔
に
説
か
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
〕
で
あ
る
。
住
す
る
と
い
う
の
は
続
く
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こ
と
で
あ
る
。
執
す
る
と
い
う
の
は
、
〔
渇
愛
が
〕
容
易
に
断
じ

ら
れ
な
い
の
で
〔
益
々
〕
固
執
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

生
存
と
非
生
存
の
故
に
渇
愛
が
生
じ
住
し
執
す
る
と
い
う
〔
場
合

の
、
生
存
の
故
に
渇
愛
が
生
ず
る
と
い
う
〕
こ
と
は
、
〃
あ
あ
！

我
は
イ
ン
ド
ラ
た
ら
ん
″
と
か
〃
転
輪
王
た
ら
ん
″
な
ど
と
い

う
よ
う
に
、
生
存
に
対
し
て
渇
愛
が
生
じ
執
す
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
非
生
存
の
故
に
渇
愛
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
は
〕
不
善
〔
業
の

報
い
〕
を
恐
れ
て
〃
あ
あ
！
私
は
死
ん
で
し
ま
い
た
い
〃
と
か

〃
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
生
ま
れ
な
い
で
い
た
い
〃
な
ど
と

⑫

非
生
存
を
渇
愛
し
断
絶
に
執
す
る
こ
と
で
あ
る
。

生
存
と
非
生
存
に
対
す
る
渇
愛
を
対
治
す
る
も
の
と
し
て
最
後

〔
の
聖
種
〕
が
説
か
れ
、
前
〔
の
三
つ
の
聖
種
〕
は
そ
れ
ぞ
れ
の

〔
渇
愛
〕
を
対
治
す
る
も
の
と
し
て
〔
説
か
れ
た
の
〕
で
あ
る
。

或
は
我
所
執
の
〔
対
象
〕
物
で
あ
る
衣
服
な
ど
三
種
の
物
を
求
め

る
渇
愛
を
、
そ
の
時
衣
に
静
め
る
た
め
に
初
め
の
三
つ
が
説
か
れ

我
執
の
〔
対
象
〕
物
で
あ
る
身
体
を
求
め
渇
愛
す
る
こ
と
と
、
我

所
執
の
〔
対
象
〕
物
で
あ
る
衣
服
な
ど
を
求
め
る
こ
と
と
の
両
方

を
永
久
に
静
め
る
た
め
に
第
四
の
聖
種
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
そ
の
時
々
に
静
め
る
と
い
う
の
は
暫
時
断
ず
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
永
久
に
静
め
る
と
い
う
の
は
完
全
に
生
じ
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
の
修
習
す
べ
き
道
に
関
し
て
言
え
ば
、
止
は
〔
修
習
の
〕

器
た
り
得
る
修
道
者
が
、
そ
の
修
習
に
悟
入
す
る
場
合
に
、
そ
こ

か
ら
悟
入
す
尋
へ
き
最
初
の
資
糧
道
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
止
を
達

成
す
る
た
め
に
は
、
強
い
負
欲
が
起
こ
る
の
を
対
治
す
る
不
浄

〔
観
〕
と
、
強
い
粗
大
な
思
考
作
用
（
尋
、
昌
冨
園
冨
）
が
起
こ
る

の
を
対
治
す
る
息
、
つ
ま
り
身
体
に
風
が
吸
い
込
ま
れ
吐
き
出
さ

れ
る
の
を
念
ず
る
こ
と
（
自
息
念
）
と
に
よ
っ
て
修
習
を
開
始
す

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
ら
に
命
屋
、
蝉
）
ど
の
よ
う
に
し
て
悟
入
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
自
息
念
は
、
空
気
に
は
様
々
な
色
（
顕
色
、
く
ゅ
ｇ
Ｐ
）

形
（
形
色
、
い
ゅ
昌
切
昏
目
四
）
が
な
い
の
で
、
内
を
観
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
一
つ
の
対
象
に
向
か
っ
て
働
く
の
で
、
分
別
を
対
治
す
る

も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
他
方
、
不
浄
〔
観
〕
は
対
象
と
な
る
様

⑬

⑳
修
習
に
悟
入
す
る
た
め
の
二
門

伽
不
浄
観

貫
の
勝
っ
た
人
々
と
、
尋
の
勝
っ
た
人
々
に
お
い
て
は
、
〔
順
次
そ

れ
ぞ
れ
〕
不
浄
〔
観
〕
と
持
息
念
と
に
よ
っ
て
そ
れ
（
修
習
）
に
悟

入
す
る
。
〔
四
種
の
〕
責
を
全
て
備
え
て
い
る
人
々
に
お
い
て
は
、

骨
鎖
〔
観
を
修
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
悟
入
す
る
〕
。
ゞ

庁
曾
守
Ｈ
Ｐ
Ｐ
く
Ｐ
庁
画
Ｈ
○
》
醗
巨
ず
岸
』
い
く
勤
○
四
四
口
Ｐ
も
四
口
Ｐ
Ｉ
曾
旨
吋
計
①
ロ
四
○
い
、

く

色
色
冒
胃
］
‐
闇
割
ぬ
色
Ｉ
ぐ
芹
Ｐ
ユ
門
脚
昌
倒
屋
豈
心
騨
［
罠
斤
四
』
四
の
ｐ
Ｈ
ぐ
ゅ
ｌ
Ｈ
画
、
］
恒
幽
Ｈ
己
．
（
や
）
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左
な
色
・
形
に
向
か
っ
て
働
き
、
外
に
向
か
う
の
で
分
別
を
引
き

起
こ
す
。
従
っ
て
分
別
を
対
治
す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
が
、
負

欲
を
対
治
す
る
も
の
と
な
る
。
経
典
に
は
「
有
学
の
新
比
丘
に
し

て
心
の
未
だ
に
至
ら
沮
者
が
、
も
し
負
欲
を
断
じ
た
い
と
思
う
な

ら
、
彼
は
墓
地
に
行
く
が
よ
い
。
そ
し
て
青
黒
い
屍
を
見
、
膿
み

燗
れ
た
屍
を
見
、
腐
敗
し
て
膨
張
し
た
屍
を
見
、
骨
鎖
を
見
る
が

よ
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

或
る
人
は
、
不
浄
〔
観
〕
は
眼
の
対
象
を
分
別
す
る
の
で
外
に

向
か
う
か
ら
分
別
を
対
治
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
息
念
は
内
に

向
か
う
の
で
分
別
を
対
治
す
る
も
の
と
な
る
と
言
う
。

そ
れ
で
は
不
浄
〔
観
〕
は
ど
う
し
て
寅
欲
を
対
治
す
る
も
の
と

な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
貧
欲
に
は
四
種
あ
る
。
色
（
顕
色
）
と
形

（
形
色
）
と
接
触
（
燗
、
名
目
函
）
と
立
ち
居
振
る
舞
い
（
供
奉
、

眉
鯉
。
画
国
）
に
対
す
る
貧
欲
で
あ
る
。
こ
の
中
、
第
一
〔
の
負
欲
〕

を
対
治
す
る
た
め
に
は
、
青
黒
い
屍
、
膿
み
燗
れ
て
い
る
屍
、
腐

敗
し
て
膨
張
し
た
屍
を
対
象
と
し
て
不
浄
の
想
を
修
習
す
る
。
第

二
〔
の
貧
欲
〕
を
対
治
す
る
た
め
に
は
、
鳥
獣
に
啄
ま
れ
た
の
と

壊
燗
し
た
〔
屍
と
の
〕
二
種
〔
の
屍
〕
を
対
象
と
し
て
不
浄
の
想

を
修
習
す
る
。
第
三
〔
の
寅
欲
〕
を
対
治
す
る
た
め
に
は
、
蛆
虫

に
食
い
あ
ら
さ
れ
た
屍
、
筋
肉
の
付
着
し
た
骨
を
対
象
と
し
て
不

浄
の
想
を
修
習
す
る
。
第
四
〔
の
負
欲
〕
を
対
治
す
る
た
め
に
は
、

も
は
や
動
か
な
く
な
っ
た
屍
を
対
象
と
し
て
不
浄
の
想
を
修
習
す

る
。
け
れ
ど
も
〔
四
種
の
負
欲
の
全
て
を
通
じ
て
〕
無
差
別
に
骨

鎖
の
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
負
欲
を
有
す
る
も
の
に
と
っ
て
〔
そ
の
實

欲
を
対
治
す
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
〕
知
ら
れ
て
お
り
勝
れ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
全
て
の
〔
寅
欲
を
〕
対
治
す
る
も
の
と

し
て
修
習
す
る
の
で
あ
る
。
骨
鎖
に
は
〔
生
き
た
人
間
に
備
わ
っ

て
い
た
〕
色
な
ど
の
負
欲
の
も
と
に
な
る
四
種
の
も
の
が
な
い
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
不
浄
の
想
は
九
種
で
あ
る
。
こ
の
不
浄
〔
観
〕
の

修
習
は
Ｇ
扇
．
ご
心
に
造
り
だ
し
思
い
描
い
た
も
の
を
注
意
を
凝

ら
し
（
作
意
し
）
、
且
つ
〔
色
穂
の
一
部
で
あ
る
〕
色
・
形
と
い

う
部
分
的
な
も
の
を
対
象
と
す
る
の
で
、
煩
悩
を
た
だ
制
御
す
る

だ
け
で
、
永
久
に
断
ず
る
も
の
で
は
な
い
。

Ａ
ｌ
ａ
不
浄
観
の
一
例
、
骨
鎖
観

海
に
至
る
ま
で
〔
の
対
象
の
上
に
〕
骨
〔
鎖
の
想
〕
を
拡
大
し
そ
し

て
縮
小
さ
せ
る
こ
と
を
以
て
初
学
者
と
〔
呼
ば
れ
る
〕
・
足
の
骨
か

ら
頭
蓋
骨
の
半
分
に
至
る
ま
で
を
捨
す
る
こ
と
を
以
て
熟
達
者
と
呼

ば
れ
る
。

爵
四
日
ロ
９
画
‐
沙
得
冒
‐
ａ
、
薗
国
‐
困
冒
扇
名
山
口
ロ
昌
穴
胃
日
時
四
口

も
凹
邑
四
‐
儲
昏
己
四
甲
一
ｓ
で
畠
Ｐ
‐
自
ら
届
‐
ご
働
函
騨
肩
菌
‐
一
豊
『
Ｐ
ほ
め
ｇ
早

庁
四
画
．
ロ
Ｃ
）
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こ
の
不
浄
を
修
習
す
る
瑞
伽
行
者
に
は
三
種
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
即
ち
、
初
学
者
と
熟
達
者
と
作
意
が
完
成
し
た
琉
伽
行
者
と

⑭

で
あ
る
。

そ
の
中
、
自
分
の
身
体
の
足
の
親
指
や
額
な
ど
を
思
い
浮
か
ゞ
へ

て
、
傷
ん
だ
肉
が
腐
敗
し
崩
れ
落
ち
骨
と
な
る
こ
と
を
思
い
描
い

て
修
習
す
る
。
そ
の
後
に
順
次
、
自
分
の
身
体
全
体
と
住
居
と

そ
し
て
遂
に
は
外
の
海
に
至
る
ま
で
〔
骨
鎖
と
し
て
の
想
を
〕
拡

大
し
て
〔
永
く
修
習
し
〕
、
更
に
〔
対
象
の
端
の
方
か
ら
〕
次
第

に
自
分
の
身
体
の
み
が
骨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
〔
な
る
ま
で
心

を
〕
縮
小
さ
せ
る
よ
う
に
修
習
す
る
こ
と
を
以
て
初
学
の
琉
伽
行

者
（
初
習
業
）
〔
と
呼
ば
れ
る
の
〕
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
〔
拡
大
す
る
こ
と
は
前
と
同
様
で
あ
る
が
〕
心
を
縮

小
さ
せ
る
こ
と
を
優
れ
た
も
の
と
す
る
た
め
に
、
足
の
骨
以
外
の
、

他
の
身
体
を
骨
と
し
て
対
象
と
す
る
こ
と
を
初
め
と
し
て
順
次
に
、

身
体
の
半
分
、
そ
し
て
遂
に
頭
蓋
骨
の
半
分
に
至
る
ま
で
骨
を
捨

て
去
り
除
い
て
、
頭
蓋
骨
の
半
分
が
骨
で
あ
る
こ
と
に
心
を
保
持

す
る
こ
と
を
以
て
熟
達
者
の
琉
伽
行
者
（
已
熟
修
）
と
呼
ば
れ
る

の
で
あ
る
。

眉
間
に
心
を
保
つ
こ
と
を
以
て
作
意
の
完
成
し
た
者
〔
と
呼
ば
れ
る

の
〕
で
あ
る
。
不
浄
〔
観
〕
は
〔
そ
の
本
質
は
〕
無
貫
で
あ
り
、
十

地
〔
に
属
し
〕
、
欲
界
所
見
を
対
象
と
し
、
人
趣
に
生
ず
る
も
の
で

彼
は
頭
蓋
骨
の
半
分
の
骨
で
あ
る
と
し
〔
て
立
て
〕
た
対
象
を

も
捨
て
て
、
眉
間
に
骨
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
の
み
に
心
を
保
持

す
る
こ
と
を
以
て
作
意
の
完
成
し
た
琉
伽
行
者
（
超
作
意
）
〔
と

⑮

呼
ば
れ
る
の
〕
で
あ
る
、
と
毘
婆
沙
師
は
言
う
。

⑯
，
・
・
・
：

不
浄
の
行
相
に
対
す
る
そ
の
作
意
の
本
質
は
、
無
負
と
い
う
善

〔
の
心
所
〕
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
伴
う
も
の
を
加
え
る
と
五
臨
も

⑰

し
く
は
四
龍
と
な
る
。
地
は
四
根
本
定
と
優
れ
た
根
本
定
と
四
近

分
定
と
で
九
と
な
り
、
欲
界
を
加
え
る
と
十
地
に
な
る
。
対
象

（
所
縁
）
は
欲
界
に
お
い
て
見
ら
れ
る
法
で
あ
る
、
色
・
形
を
対

象
と
す
る
。
人
の
三
州
に
お
い
て
の
み
生
じ
、
他
の
所
で
は
存
在

し
な
い
。
北
倶
慮
州
は
愚
鈍
で
あ
り
、
対
治
を
作
意
す
る
こ
と
が

な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
の
趣
、
他
の
界
に
も
存
在
し
な
い
。
行
相

は
不
浄
の
行
相
で
あ
る
。
（
智
岸
煙
）
時
間
に
関
し
て
は
、
過
去
の

不
浄
〔
観
〕
は
過
去
を
所
縁
と
す
る
等
で
あ
る
。
不
生
の
性
質
の

〔
不
浄
観
〕
は
三
世
を
所
縁
と
す
る
。
〔
不
浄
観
は
〕
勝
解
作
意

（
騨
旨
目
巨
昌
‐
目
目
閉
園
目
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
有
漏
で
あ
る
。
嘗

て
〔
不
浄
観
に
〕
親
し
ん
だ
〔
曾
得
の
〕
者
（
凡
夫
）
は
貧
欲
を

あ
る
。

四
含
丙
民
勵
口
斤
四
１
門
ロ
四
国
、
丙
国
Ｈ
○
ケ
津
貝
口
‐
Ｒ
昌
色
Ｑ
彦
望
①
○
房
声
色
ｉ
ｑ
ｐ
脚
尉
煙
己
鋤
、
ぽ

ゆ
ぢ
ず
岸
５
（
］
Ｐ
の
伊
‐
ヴ
ロ
ロ
ロ
丙
働
口
胃
ゆ
ｌ
Ｑ
Ｈ
の
く
い
１
回
旨
、
属
目
ず
い
同
月
‐
一
脚
》
の
巨
諄
）
ロ
画

（
』
』
）
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離
れ
る
こ
と
だ
け
で
〔
不
浄
観
を
〕
得
る
（
離
染
得
）
。
未
だ
親
し

ん
で
い
な
い
〔
未
曾
得
の
〕
者
（
聖
者
）
は
加
行
に
よ
っ
て
〔
不

…
・
・
‐
⑯

浄
観
を
〕
得
る
（
加
行
得
）
。

自
息
念
の
本
質
は
呼
吸
を
如
実
に
知
る
智
慧
で
あ
る
。
こ
こ
で

念
と
呼
ぶ
の
は
、
因
で
あ
る
念
に
よ
っ
て
果
で
あ
る
智
慧
が
生
じ

⑲

活
動
す
る
の
で
、
因
の
名
を
用
い
て
果
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
念
住

⑳

（
曾
員
ｑ
‐
匡
冨
の
昏
習
抄
）
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

⑳

〔
そ
の
特
質
に
関
し
て
言
え
ば
〕
地
は
五
種
で
あ
る
。
最
初
の

三
静
慮
の
三
近
分
定
と
、
優
れ
た
根
本
定
と
、
欲
界
の
地
と
に
属

す
か
ら
で
あ
る
。
〔
何
故
な
ら
〕
こ
れ
（
自
息
念
）
は
尋
（
ぐ
岸
閏
園
）

を
対
治
す
る
こ
と
に
順
応
す
る
の
で
捨
受
に
相
応
す
る
が
、
最
初

の
三
根
本
定
に
は
喜
と
楽
と
が
あ
り
、
し
か
る
に
尋
を
対
治
す
る

も
の
で
あ
る
自
息
念
は
楽
受
と
苦
受
に
相
応
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、

副
自
息
含

鍜
ｊ
ｌ
Ｉ

Ｊ
ダ
ノ

自
息
念
は
、
〔
そ
の
本
質
は
〕
慧
で
あ
り
、
五
地
〔
に
属
す
る
も
の
〕

で
あ
り
、
風
を
領
域
と
し
、
欲
界
を
所
依
と
す
る
。
外
教
徒
に
は
な

い
。
数
を
か
ぜ
え
る
こ
と
な
ど
の
故
に
六
種
類
で
あ
る
。

⑱

ｐ
ロ
四
’
四
己
四
口
四
ｌ
閏
ｐ
Ｈ
画
ロ
も
Ｈ
四
一
口
脚
己
Ｐ
画
○
四
１
ケ
厨
口
引
く
割
〕
『
ロ
ー
銅
Ｏ
ｏ
ｐ
Ｈ
Ｐ

‐
Ｆ

＆
０
１
１
１
、
ト
ー
ｊ
１
１
凸
１
１
Ｊ
■
Ｊ
凸
■
１

戸
問
い
Ｈ
ロ
四
‐
①
の
川
色
ぐ
ゆ
。
ｐ
ｏ
ｐ
ｐ
ぐ
ゆ
ロ
い
貝
声
、
四
口
ぐ
一
口
ｐ
い
い
色
ロ
四
口
四
山
Ｑ
一
ず
ぽ
評
唇
一

ｔ

く
り
●
■

へ
胃
い
）

〆
、

且
つ
第
四
〔
静
恵
〕
以
上
に
お
い
て
は
風
の
動
き
を
離
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
或
る
人
は
、
初
の
三
根
本
定
に
入
定
し
た
時
、
捨
〔
受
〕

に
相
応
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
、
〔
自
息
念
は
〕
八
地
に
お

い
て
存
在
す
る
と
言
う
。
そ
の
領
域
（
行
境
）
つ
ま
り
対
象
（
所

縁
）
は
風
で
あ
る
。
曾
て
親
し
ん
だ
か
否
か
に
よ
っ
て
〔
順
次
〕

離
染
得
と
加
行
得
と
が
あ
る
・
こ
れ
（
自
息
念
）
は
真
実
作
意

（
冨
芹
愚
騨
‐
目
四
目
”
圃
国
）
で
あ
る
。
欲
界
の
依
身
を
有
す
る
。
〔
欲

界
は
〕
尋
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
慧
（
冒
呂
言
）
が
明
瞭

で
あ
る
と
い
う
点
で
天
と
三
州
の
人
と
〔
を
依
身
と
す
る
の
〕
で

あ
る
。
他
の
趣
〔
及
び
北
倶
盧
州
〕
は
慧
が
明
瞭
で
な
く
見
道
の

依
身
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
自
息
念
は
仏
教
徒
だ
け
に
あ
る
。
〔
外
教
に
は
聖
道
の
因

を
〕
正
し
く
説
明
す
る
聖
教
が
な
く
、
聖
教
な
し
に
自
然
に
微
細

な
事
柄
（
法
）
を
証
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
訳
で

外
教
に
は
な
い
。
宙
匡
》
ご
微
細
な
〔
事
柄
〕
と
は
何
か
と
言
え

ば
、
数
を
か
ぞ
え
る
こ
と
と
、
〔
偶
の
中
の
〕
「
な
ど
」
の
語
に
含

ま
れ
る
、
随
う
こ
と
と
、
止
め
る
こ
と
と
、
観
ず
る
こ
と
と
、
転

ず
る
こ
と
と
、
及
び
浄
と
い
う
六
種
で
あ
る
。
〔
自
息
念
の
教
え

は
こ
の
六
種
を
〕
備
え
た
教
誠
な
の
で
あ
る
。

こ
の
中
、
数
を
か
ぞ
え
る
こ
と
と
い
う
の
は
〔
努
力
し
な
い
で

身
心
を
放
郷
し
て
〕
入
る
息
、
出
る
息
に
心
を
委
ね
て
、
一
か
ら

Iノリ
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十
ま
で
心
で
数
を
か
ぞ
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
〔
数
を
〕

少
な
く
す
れ
ば
〔
心
が
緊
張
感
を
失
っ
て
〕
沈
み
込
ん
で
し
ま
い

（
悟
沈
）
、
多
く
す
れ
ば
昂
ぶ
っ
て
し
ま
う
の
で
（
棹
挙
）
、
〔
こ

れ
よ
り
少
な
く
も
多
く
も
〕
か
ぞ
え
な
い
。

ま
た
二
を
一
と
か
ぞ
え
る
時
に
は
数
が
足
り
な
く
な
り
、
一
を

二
と
か
ぞ
え
る
時
に
は
数
が
余
る
こ
と
に
な
る
。
入
息
を
出
息
、

出
息
を
入
息
と
し
て
か
ぞ
え
る
時
に
は
順
序
を
乱
し
て
か
ぞ
え
る

こ
と
に
な
る
。
〔
こ
れ
ら
の
〕
三
つ
の
過
ち
を
犯
さ
な
い
で
か
ぞ

え
る
の
が
正
し
い
か
ぞ
え
方
で
あ
る
。

随
う
こ
と
と
は
、
こ
れ
ら
（
入
息
）
が
入
っ
て
く
る
時
に
は
、

喉
、
心
臓
、
鵬
、
腰
、
腿
、
ふ
く
ら
脛
、
足
の
裏
、
そ
し
て
大
地

⑳
⑳

に
お
い
て
力
の
大
小
に
従
っ
て
一
裸
（
ぐ
§
の
は
）
一
尋
（
ぐ
怠
昌
餌
）

の
所
に
至
る
ま
で
順
番
に
入
っ
て
く
る
〔
そ
の
息
の
進
入
の
順
序

を
心
の
中
で
追
う
こ
と
で
あ
る
〕
。
出
て
い
く
時
に
は
、
足
の
裏

か
ら
順
次
に
〔
出
て
ゆ
き
最
後
に
〕
鼻
口
か
ら
力
の
小
さ
い
時
に

は
一
礫
、
大
き
な
時
に
は
一
尋
の
所
ま
で
出
て
い
く
〔
そ
の
息
の

退
出
す
る
順
序
を
心
の
中
で
追
う
の
で
あ
る
〕
と
理
解
す
、
へ
き
で

あ
る
。或

る
人
は
、
入
る
時
に
は
風
輪
に
至
る
ま
で
、
出
る
と
き
に
は

ヴ
ァ
ー
イ
ラ
ン
バ
の
風
に
至
る
ま
で
随
う
と
言
う
が
、
そ
う
で
は

な
い
。
こ
れ
（
自
息
念
）
は
〔
不
浄
観
と
は
違
っ
て
〕
真
実
作
意

で
あ
る
か
ら
そ
う
い
う
〔
直
接
認
識
で
き
な
い
風
を
対
象
と
す
る
〕

⑳

こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

止
め
る
こ
と
と
は
、
宝
珠
の
〔
中
を
通
し
た
〕
糸
の
よ
う
に
、

鼻
端
か
ら
足
の
裏
に
至
る
ま
で
〔
の
各
箇
所
に
息
が
〕
留
ま
っ
て

い
る
の
を
観
察
し
て
、
身
体
に
有
益
で
あ
る
と
か
有
害
で
あ
る
と

か
、
冷
た
い
と
か
暖
か
い
と
か
と
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

‐
観
ず
る
こ
と
と
は
、
こ
れ
ら
の
入
出
息
は
単
な
る
風
で
は
な
く
、

四
大
種
と
所
造
色
と
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
依
止

す
る
心
心
所
法
を
も
含
め
る
と
五
穂
と
な
る
の
で
あ
る
と
観
ず
る

こ
と
で
あ
る
。

転
ず
る
こ
と
と
は
、
風
を
対
象
と
す
る
慧
を
転
じ
て
、
暖
か
ら

世
第
一
法
に
至
る
後
灸
の
諸
善
根
に
正
し
く
繋
ぎ
止
め
る
こ
と
で

あ
る
。浄

と
は
、
見
道
と
修
道
に
悟
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。

或
る
人
は
、
転
ず
る
こ
と
と
は
念
住
か
ら
金
剛
嚥
定
に
至
る
ま

で
の
こ
と
で
あ
り
、
浄
と
は
尽
智
と
無
生
智
と
無
学
と
の
清
浄
な

見
で
あ
る
、
と
言
う
。

以
上
の
よ
う
な
訳
で
缶
扇
、
秒
）
師
（
世
親
）
は
『
自
註
』
に

「
自
息
念
は
、
数
を
か
ぞ
え
る
こ
と
と
、
随
う
こ
と
と
、
止
め
る

こ
と
と
、
観
ず
る
こ
と
と
、
転
ず
る
こ
と
と
、
浄
と
の
六
種
で
あ

⑮

る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
要
約
偶
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゞ
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入
出
息
は
ど
の
地
に
属
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
〔
そ
れ
ら
は
〕

身
体
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、
或
る
心
に
依
止
す
る
身
体
が
属
し
て

い
る
、
そ
の
同
じ
地
に
〔
入
出
息
も
〕
所
属
す
る
。
つ
ま
り
、
〔
身

体
が
〕
欲
界
の
心
に
依
止
す
る
時
、
〔
入
出
息
も
〕
欲
界
の
地
に

属
し
、
初
静
盧
に
依
止
す
る
時
、
初
静
慮
の
地
に
属
し
、
乃
至
第

⑳

三
静
慮
に
依
止
す
る
時
、
第
三
静
盧
地
に
属
す
る
風
と
な
る
。
第

四
静
慮
に
お
い
て
は
風
が
活
動
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
そ
の
地

に
属
す
る
〔
風
〕
で
は
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
孔
隙
が
あ
り
心
を
有

す
る
特
定
の
身
心
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
カ
ラ
ラ
な
ど
や
、

無
心
〔
定
〕
や
、
無
色
界
に
は
存
在
し
な
い
。
生
ま
れ
る
時
と
第

四
静
慮
か
ら
出
定
す
る
時
に
は
、
風
は
入
る
だ
け
で
あ
り
、
死
ぬ

時
と
第
四
静
盧
に
入
定
す
る
時
は
、
風
は
出
る
だ
け
で
あ
る
。

不
浄
〔
観
〕
と
入
出
息
は
有
情
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、

Ｂ
ｌ
ａ
入
息
と
出
息

１１

入
息
と
出
息
は
身
体
に
順
じ
、
有
情
に
関
す
る
も
の
（
有
情
数
）
で

あ
る
が
、
心
に
よ
っ
て
統
御
さ
れ
る
も
の
（
有
執
受
）
で
は
な
く
、

等
流
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
二
つ
は
下
地
の
心
に
よ
っ
て
は
観

察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

四
口
色
‐
四
℃
ロ
ロ
陣
巨
冠
色
庁
騨
哲
丙
い
く
ゆ
ぼ
ゆ
ゆ
詐
詐
ぐ
ゆ
１
脚
丙
ば
く
酋
巨
⑳
ロ
ロ
ロ
凹
庁
計
⑳
丙
画
ロ
」

心

贈

ロ
秒
耐
ぐ
ゆ
己
。
』
炭
四
巨
冒
ゆ
ゆ
ｇ
ぽ
い
Ｈ
①
国
四
』
四
戸
の
ぐ
①
計
①
門
己
ゆ
口
騨
の
勧
○
妙
詐
ゆ
巨
ゞ

●
Ｄ
、

■
。
』

（
］
い
）

心
の
統
慧
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
〔
入
出
息
は
〕
感
覚
器
官
（
根
、

旨
島
ご
“
）
と
別
に
生
起
す
る
か
ら
、
心
に
よ
っ
て
統
御
（
執
受
、

⑳

隠
昌
恩
、
５
弾
菌
）
さ
れ
な
い
と
言
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
風
は
同
類
因
に
よ
っ
て
生
ず
る
が
故
に
等
流
の
も
の

⑳

で
あ
り
、
異
熟
で
も
長
養
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
〔
こ
れ
ら
は
〕

一
度
中
断
し
て
も
再
び
継
続
す
る
が
、
異
熟
の
色
〔
法
〕
に
は
一

度
中
断
し
て
再
度
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
身
体
が
養
わ
れ
る
時
に
は
、
〔
逆
に
〕
風
は
減
少
す
る
か
ら

で
あ
る
。
故
に
「
自
註
』
に
「
身
体
が
養
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

風
は
減
少
す
る
が
故
に
長
養
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
入
出
息
は

一
旦
中
断
し
て
も
再
び
継
続
す
る
か
ら
異
熟
の
も
の
で
は
な
い
。鰯

異
熟
の
色
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
註
釈
者
た
ち
も
「
異
熟
の
性
質
の
色
つ
ま
り
眼
な

ど
に
は
、
そ
の
よ
う
な
再
び
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、

⑳

心
心
所
に
は
再
び
継
続
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
」
と
言
っ
て
、

心
心
所
は
異
熟
生
で
あ
る
が
、
命
勗
》
ｇ
一
旦
中
断
し
た
後
に
再

び
継
続
し
て
も
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
と
言
う
。
ま
た
異
熟
の
心

不
相
応
行
法
が
生
ず
る
こ
と
に
関
し
て
は
色
と
同
様
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
二
種
の
風
は
自
地
と
上
地
と
に
よ
っ
て
観
察
さ
れ
る
。
下

地
の
意
は
こ
の
二
種
の
風
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
〔
下

24



地
の
心
が
上
地
の
風
を
観
察
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
関

連
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
〕
上
地
の
身
体
に
下
地
の
心
が
ど
う
し

て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
〔
一
体
そ
の
よ
う
な
場
合
が
実
際
に

あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
〕
と
い
う
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ

な
い
。
と
言
う
の
も
、
欲
〔
界
〕
か
ら
第
四
静
慮
に
至
る
ま
で
に

お
い
て
は
、
上
地
を
得
た
身
体
に
欲
〔
界
〕
な
ど
の
下
〔
地
〕
の

変
化
心
と
威
儀
心
と
の
二
つ
が
生
ず
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
二
つ
〔
の
心
〕
は
〔
二
種
の
風
を
〕⑳

観
ず
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
そ
の
二
つ
が
観
じ
な
い
な
ら
、
染
汚
心
が
観
じ
な
い
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。
〕

婆
沙
論

寳
疏

宝
性
論
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都
、
一
九
九
一

国
鼠
．
ロ
．
毎
ぐ
○
唱
冒
色
Ｈ
④
①
。
ゞ
い
、
尋
ミ
亀
‐
急
式
善
圏
』
ミ
ミ
琴
邑
ミ
ミ
窪
ざ
眉
！

ご
建
国
計
野
望
負
目
○
穴
ご
○
〉
』
や
『
岸

弓
ゆ
く
目
色
目
少
．
急
ゆ
く
Ｂ
ゅ
ロ
８
．
・
堅
富
昌
曽
尉
旦
弓
雷
留
曽
§
§
言
や
ミ

昏
當
急
嵩
窪
め
。
蚤
も
卦
へ
○
四
］
儲
Ｏ
Ｈ
ｐ
－
Ｐ
］
や
つ
二

曙
切
ロ
（
聴
伽
師
地
論
）
恵
唱
。
弓
息
冨
》
鼠
》
己
曾
肖
呂
ｚ
ｏ
．
さ
閉
ゞ

大
正
三
○
、
ｚ
○
．
届
己
．

訳
註

①
見
諦
へ
と
通
ず
る
（
シ
〆
切
Ｆ
＄
ご
昌
閏
留
邑
儲
怠
色
巨
巨
○
日
“
、

玄
、
順
見
諦
、
真
、
随
順
四
諦
観
）
と
い
う
語
を
、
法
宣
は
「
所
観

の
四
諦
は
此
の
如
く
、
能
観
の
行
相
は
此
の
如
く
現
ず
る
も
の
」
と

い
う
見
諦
に
順
ず
る
教
え
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
言
．
］
篭
）
。

②
ｌ
④
法
宣
は
閾
思
修
の
三
菩
を
説
明
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

教
を
聞
く
の
は
生
得
言
で
聞
く
。
ｌ
生
得
言
で
聞
き
畢
っ
た

処
で
一
智
慧
が
開
け
て
、
見
道
に
入
る
は
此
の
如
き
と
合
点
し

て
、
そ
の
聞
い
た
法
義
を
欣
求
す
る
の
が
聞
慧
な
り
。
。
…
：
法

義
を
聞
き
已
り
て
教
の
如
く
無
倒
に
思
惟
し
て
開
け
た
智
慧
が

25



思
言
な
り
。
…
…
思
惟
を
な
し
已
り
て
定
に
入
り
て
定
中
に
あ

り
て
修
習
す
る
と
き
に
発
っ
た
智
慧
が
修
慧
な
り
（
弓
』
総
山
）
。

⑤
『
婆
沙
論
』
で
は
三
言
が
間
思
修
所
成
の
三
念
住
と
し
て
次
の
よ

う
に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
チ
ム
ゼ
の
説
明
及
び
『
倶
舎
論
」
の

自
註
の
説
明
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
異
な
る
の
は
瞥
職
の
中
で
泳
ぎ

を
善
く
学
ん
で
い
な
い
者
の
頼
り
と
す
る
も
の
が
、
『
婆
沙
論
』
で

は
川
岸
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
自
註
で
は
そ
れ
を
示
さ
ず
、
チ

ム
ゼ
は
板
な
ど
の
つ
か
ま
る
物
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
従
っ
て
自

註
の
説
明
は
「
婆
沙
論
』
に
依
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

聞
所
成
念
住
は
一
切
時
に
名
に
依
り
て
義
に
お
い
て
転
ず
。

…
…
思
所
成
念
住
は
或
は
名
に
依
り
、
或
は
名
に
依
ら
ず
し
て

義
に
お
い
て
而
も
転
ず
る
な
り
。
修
所
成
念
住
は
一
切
時
に
名

を
離
れ
て
義
に
お
い
て
転
ず
る
な
り
。
臂
へ
ぱ
三
人
倶
に
池
に

在
り
て
浴
す
る
に
、
初
の
人
は
未
だ
浮
く
こ
と
を
学
ば
ず
。
第

二
の
人
は
半
ば
学
び
、
第
三
の
人
は
善
く
学
ぶ
が
如
し
。
未
だ

浮
か
ぶ
こ
と
を
学
ば
ざ
る
者
は
一
切
時
に
岸
に
依
り
て
浴
し
、

半
ば
浮
か
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
者
は
或
は
岸
に
依
り
、
或
は
岸
を
離

れ
て
浴
す
。
善
く
浮
か
ぶ
こ
と
を
学
ぶ
者
は
、
恒
時
に
岸
を
離

れ
中
に
在
り
て
而
も
浴
す
る
な
り
。
（
大
正
や
Ｅ
］
］
Ｐ
』
ｇ
ｌ
民
）
・

『
聡
伽
師
地
論
』
（
本
地
分
三
摩
咽
多
地
）
に
は
三
慧
は
作
意
と

関
連
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

縁
法
作
意
と
は
謂
く
聞
所
成
慧
相
応
の
作
意
で
あ
る
。
縁
義
作

意
と
は
謂
く
思
・
修
所
成
菩
相
応
の
作
意
で
あ
る
（
大
正
弔

い
函
画
》
○
笥
冒
○
１
画
Ｃ
）
。

更
に
ま
た
同
論
（
摂
決
択
分
中
菩
薩
地
）
に
は
三
慧
に
関
す
る
次

の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
解
深
密
経
』
（
勝

義
諦
相
品
）
を
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
。

善
男
子
よ
、
間
所
成
の
言
は
文
に
依
止
し
て
、
但
だ
そ
の
説
の

如
く
に
し
て
未
だ
意
趣
を
善
く
せ
ず
、
未
だ
現
在
前
せ
ず
。
解

脱
に
随
順
す
れ
ど
も
未
だ
解
脱
を
成
ず
る
義
を
領
受
す
る
こ
と

能
は
ず
。
思
所
成
の
慧
は
ま
た
文
に
依
る
。
た
だ
説
の
如
く
な

る
の
み
な
ら
ず
、
能
く
意
趣
を
善
く
す
れ
ど
も
、
未
だ
現
在
前

せ
ず
。
解
脱
に
随
順
す
れ
ど
も
、
未
だ
解
脱
を
成
ず
る
義
を
領

受
す
る
こ
と
能
は
ず
。
も
し
諸
菩
薩
の
修
所
成
慧
な
ら
ば
、
ま

た
は
文
に
依
り
ま
た
は
文
に
依
ら
ず
、
ま
た
は
そ
の
説
の
如
く

ま
た
は
そ
の
説
の
如
く
な
ら
ず
、
能
く
意
趣
を
善
く
し
、
所
知

事
の
同
分
た
る
三
摩
地
所
行
の
影
像
現
前
し
、
解
脱
に
極
順
し

巳
に
能
く
解
脱
を
成
ず
る
義
を
領
受
す
（
大
正
ロ
圏
・
戸
的

ｌ
］
ｃ
）
。

『
婆
沙
論
』
で
は
聞
慧
は
常
に
言
葉
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
の
み

意
味
に
係
わ
り
、
思
慧
は
時
と
し
て
言
葉
を
対
象
に
せ
ず
に
意
味
を

直
接
対
象
と
し
、
修
慧
は
た
だ
意
味
の
み
を
直
接
対
象
と
す
る
も
の

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
『
琉
伽
師
地
論
』
で
は
、
思
慧
は
言
葉
に
依

る
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
修
慧
も
究
極
的
に
は
言
葉
に
依
ら
ず
に
意
味

を
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
言
葉
に
依
る
場
合
も

あ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
智
慧
が

言
葉
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
関
し
て
は
微
妙
な
相
違
が

存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
三
慧
が
言
葉
に
依
る
そ
の
意
味
内
容

の
理
解
の
過
程
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。

世
親
は
『
倶
舎
論
』
自
註
で
昆
婆
沙
師
の
三
慧
の
区
別
が
そ
の
対

象
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
と
す
る
考
え
方
に
必
ず
し
も
賛
成
し
て
は

い
な
い
。
彼
は
、
間
思
修
と
い
う
因
か
ら
生
じ
た
果
で
あ
る
こ
と
を
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顕
わ
す
た
め
に
所
成
（
‐
目
煙
冨
）
と
い
う
接
尾
辞
が
付
け
ら
れ
た
の

で
あ
る
と
述
、
、
へ
て
、
三
慧
の
区
別
を
対
象
の
違
い
で
は
な
く
、
原
因

の
違
い
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
。

ま
た
『
験
伽
師
地
論
』
（
本
地
分
菩
薩
地
）
に
は
二
言
を
一
切
門

慧
に
含
め
る
次
の
よ
う
な
記
述
も
見
ら
れ
る
。

云
何
ん
が
菩
薩
の
一
切
門
慧
な
り
や
。
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
此

の
慧
に
略
し
て
四
種
あ
り
と
。
謂
く
。
声
聞
蔵
及
び
菩
薩
蔵
に

お
け
る
あ
ら
ゆ
る
勝
妙
な
る
間
所
成
の
慧
、
思
所
成
の
慧
、
能

く
菩
薩
の
所
応
作
、
応
随
転
の
中
、
及
び
菩
薩
の
所
不
応
作
、

応
止
息
中
を
思
択
す
る
に
お
け
る
思
択
力
所
摂
の
慧
、
及
び
修

習
力
所
摂
の
三
摩
晒
多
地
の
無
量
の
慧
な
り
（
大
正
や
切
謡
】

ゆ
雫
②
ｌ
］
。
）
Ｏ

⑥
資
糧
道
を
加
行
道
か
ら
区
別
し
て
出
す
こ
と
は
自
註
、
園
鼠
・
》
光

記
、
法
宣
の
何
れ
に
も
見
ら
れ
な
い
。
法
宣
は
「
已
下
は
見
道
に
赴

く
七
加
行
を
明
か
す
」
と
言
う
ｅ
・
園
巴
。
七
加
行
と
は
七
賢
位

（
五
停
心
観
、
別
相
念
住
、
総
相
念
住
、
暖
、
頂
、
忍
、
世
第
一
法
）

の
こ
と
。
し
か
し
実
際
に
は
五
停
心
観
の
説
明
は
不
浄
観
・
持
息
念

を
説
く
第
九
偶
か
ら
始
ま
る
の
で
、
こ
こ
は
未
だ
七
加
行
に
入
る
た

め
に
、
道
（
有
漏
無
漏
の
慧
）
を
容
れ
る
、
へ
き
身
体
と
い
う
器
を
浄

化
す
る
準
備
段
階
（
身
器
清
浄
）
の
説
明
で
あ
る
。
チ
ム
は
第
十
六

偶
の
注
釈
中
に
言
う
よ
う
に
、
五
停
心
観
（
実
際
は
不
浄
観
と
持
息

念
）
か
ら
総
相
念
住
ま
で
を
資
糧
道
と
考
え
て
い
る
。

法
宣
に
依
れ
ば
、
第
六
、
七
偶
に
説
か
れ
る
身
の
遠
離
と
心
の
遠

離
と
四
聖
種
と
の
三
つ
は
身
器
清
浄
の
因
と
し
て
述
鶴
へ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
（
弓
．
届
豆
屋
些
。

⑦
於
未
得
可
愛
色
声
香
味
触
：
…
是
謂
多
欲
。
於
已
得
可
愛
色
声
香

味
触
：
・
・
・
是
謂
不
喜
足
（
『
婆
沙
論
」
大
正
で
曽
鍔
頁
や
鴎
）
。

③
シ
ｚ
跨
麗
（
ぐ
巳
．
目
》
喝
１
９
）
、
法
謡
論
三
、
聖
種
品
第
六
に

引
用
さ
れ
る
（
大
正
二
六
、
一
〕
・
急
・
胃
）
（
本
庄
ｇ
冒
苦
＆
〕
鴎
、

及
び
同
氏
の
試
訳
や
ｇ
注
を
参
照
）
。

『
婆
沙
論
』
に
は
「
如
契
経
説
。
有
四
聖
種
。
一
依
随
所
得
食
喜

足
聖
種
。
二
依
随
所
得
衣
喜
足
聖
種
。
三
依
随
所
得
臥
具
喜
足
聖
種
。

四
依
有
無
有
楽
断
楽
修
聖
種
」
と
い
う
経
典
の
語
が
掲
げ
ら
れ
て
い

る
（
大
正
や
ｇ
式
四
》
圏
Ｉ
鴎
）
。
そ
の
国
訳
一
切
経
の
訳
者
は
、

長
阿
含
第
八
衆
集
経
を
『
婆
沙
論
」
の
引
用
と
類
似
す
る
も
の
と
し

て
、
中
阿
含
第
二
一
説
処
経
を
よ
一
く
致
す
る
も
の
と
し
て
、
集
異

門
足
論
の
四
聖
種
説
を
最
も
近
い
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

⑨
四
聖
種
の
自
性
を
す
等
へ
て
無
負
善
根
と
す
る
か
否
か
に
関
す
る
議

論
は
「
婆
沙
論
」
の
前
掲
箇
所
の
直
後
に
も
見
ら
れ
る
弓
．
ｇ
詞
丘

酊
ｌ
］
函
）
。

⑩
自
註
で
は
「
法
主
世
尊
は
自
己
の
生
活
の
資
具
と
仕
事
を
捨
て
、

解
脱
を
求
め
て
帰
依
し
た
弟
子
た
ち
の
た
め
に
、
〔
そ
れ
に
代
わ
る
〕

生
活
の
資
具
と
仕
事
と
の
二
つ
を
お
示
し
に
な
っ
た
。
即
ち
〔
前
の
〕

聖
種
に
よ
っ
て
生
活
の
資
具
を
、
第
四
〔
の
聖
種
〕
に
よ
っ
て
仕
事

を
〃
こ
の
生
活
の
資
具
に
よ
っ
て
そ
の
仕
事
を
汝
た
ち
が
行
え
ば
、

速
や
か
に
解
脱
を
得
る
で
あ
ろ
う
″
と
言
っ
て
お
示
し
に
な
っ
た
の

で
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
『
婆
沙
論
』
に

間
、
世
尊
何
故
説
此
契
経
。
答
、
為
諸
弟
子
安
立
産
業
及
所
作

故
云
を
ｓ
ｇ
式
四
〕
鵠
霞
）

と
よ
り
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

〃
こ
の
生
活
の
資
具
云
々
〃
と
い
う
経
は
法
宣
に
よ
れ
ば
中
阿
含

第
二
一
説
処
経
（
大
正
一
、
や
思
い
胃
）
で
あ
る
。

◎ワ
全『



＠
四
聖
種
が
説
か
れ
た
理
由
に
関
し
て
も
自
註
と
同
様
の
説
明
が

「
婆
沙
論
」
に
見
ら
れ
る
念
．
９
劃
亘
屋
‐
ご
）
。
所
引
の
経
は
法

宣
に
よ
れ
ば
大
集
法
門
経
（
大
正
一
、
回
闇
Ｐ
・
）
で
あ
り
、
集
異

門
足
論
八
（
大
正
二
六
、
つ
き
Ｐ
・
』
巴
ｇ
に
も
引
用
さ
れ
解
釈

さ
れ
て
い
る
と
言
う
ｅ
・
Ｅ
Ｓ
・

＠
非
生
存
に
対
す
る
渇
愛
と
生
存
に
対
す
る
渇
愛
を
、
法
宣
は
断
常

の
見
と
呼
ぶ
ｅ
・
Ｅ
Ｃ
。

⑬
以
下
、
七
加
行
の
内
の
所
謂
五
停
心
観
の
説
明
に
入
る
。
五
停
心

観
は
不
浄
観
、
慈
悲
観
、
因
縁
観
、
界
差
別
観
、
数
息
観
の
五
つ
の

ど
れ
か
を
修
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
不
浄
観
と
数
息
観
（
持

息
念
）
が
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
真
諦
訳
の
『
三
無
性
論
』

に
は
不
浄
観
、
無
量
心
、
因
縁
観
、
分
別
界
、
出
入
息
念
の
五
種
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
大
正
三
一
、
ｐ
雪
ロ
・
）
。

「
五
停
心
観
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
櫻
部
博
士
の
言
わ
れ
る
よ
う

に
中
国
で
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
国
旦
目
①
留
冒
Ｈ
：
①
』
○
口

岳
①
雪
匡
‐
霞
品
古
の
旨
‐
官
目
（
冒
昌
倉
量
の
昌
恥
恩
切
。
貴
き
冒
鳶
駒
］
胃
や

言
長
鴎
。
瀞
鳶
邑
侍
竜
野
苛
雲
ミ
冒
冒
。
蔦
』
Ｆ
ｏ
ｐ
く
閨
口
）
后
琶
》
喝
．

ざ
？
巴
ど
参
照
。
博
士
に
よ
れ
ば
こ
の
呼
称
が
初
め
て
用
い
ら
れ

た
の
は
慧
遠
ａ
麗
凸
怠
睦
．
ロ
・
）
の
『
大
乗
義
章
』
（
大
正
四
四
、

や
急
式
・
）
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
博
士
の
同
論
に
依
れ
ば
、

鳰
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
味
経
』
（
大
正
一
五
、
で
喝
』
．
。
）
や
曇
摩
蜜

多
訳
「
五
門
禅
経
要
用
法
』
（
大
正
一
五
、
ロ
駕
切
》
・
）
に
は
界
差

別
観
の
代
わ
り
に
念
仏
法
門
（
冒
己
（
与
曽
匡
切
ョ
昌
）
を
数
え
る
別
の

仕
方
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
五
種
の
修
習
法
の
イ
ン
ド

で
の
総
称
の
仕
方
に
つ
い
て
は
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
が
、
曇
無
識

訳
「
菩
薩
地
持
経
』
に
は
菩
薩
が
修
習
す
。
へ
き
十
種
の
精
進
が
列
挙

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
精
進
が
不
浄
観
、
慈

心
、
縁
起
、
安
般
念
、
分
別
界
方
便
観
の
修
習
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
随
順
精
進
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
五
停
心
観
の
イ
ン
ド
で
の
呼
称

は
随
順
精
進
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

不
浄
観
は
『
婆
沙
論
』
で
は
真
実
の
行
法
を
説
く
箇
所
（
巻
四
○
）

に
説
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
外
に
持
息
念
と
界
差
別
観
の
二
つ
の

観
法
の
名
前
も
挙
げ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
観
法
に
関
す
る

説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
同
書
に
は
不
浄
観
、
慈
悲
観
、
因

縁
観
の
三
つ
の
観
法
の
名
が
列
挙
さ
れ
た
り
す
る
（
巻
二
）
こ
と
も

あ
る
（
求
那
賊
摩
訳
『
菩
薩
善
戒
経
』
大
正
三
○
、
ロ
喝
卸
・
に

は
、
不
浄
観
、
慈
観
、
十
二
因
縁
観
が
浄
智
と
呼
ば
れ
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
）
が
、
五
種
の
観
法
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
解
説

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
『
雑
阿
毘
曇
心
論
」
（
第
五
賢
聖
品
、

第
八
修
多
羅
品
）
に
は
不
浄
観
、
安
般
念
観
（
数
息
観
）
、
界
方
便

観
（
界
差
別
観
）
の
三
つ
が
三
度
門
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
大

正
二
八
、
や
宕
興
ロ
］
Ｉ
と
。

宝
疏
で
は
五
種
の
中
か
ら
不
浄
観
と
数
息
観
を
特
に
取
り
上
げ
る

理
由
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

諸
の
有
情
類
、
行
の
別
衆
多
な
る
が
故
に
入
修
の
門
亦
多
種
あ

り
。
広
く
は
即
ち
衆
多
な
り
。
略
せ
ば
五
種
あ
り
。
謂
く
多
負

は
不
浄
、
多
瞑
は
慈
悲
、
多
擬
は
縁
起
、
着
我
は
六
界
、
尋
伺

は
持
息
な
り
。
然
る
に
多
分
に
就
き
て
最
略
し
て
二
門
あ
り
。

一
は
不
浄
観
。
二
は
持
息
念
令
．
烏
）
。

法
宣
は
法
救
の
「
五
事
毘
婆
沙
論
』
な
ど
に
そ
の
二
つ
か
「
二
の

甘
露
門
」
と
呼
ば
れ
て
入
修
の
要
門
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
君
．
匡
巴
。
「
五
事
毘
婆
沙
論
』
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
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て
い
る
。謂

入
仏
法
者
有
二
甘
露
門
。
一
不
浄
観
。
二
持
息
念
。
依
不

浄
観
入
仏
法
者
観
所
造
色
。
依
持
息
念
入
仏
法
者
観
能
造

風
（
大
正
二
八
、
勺
罵
鱒
。
〕
弓
ｌ
己
）
。

法
救
の
こ
の
説
は
『
婆
沙
論
」
に
も
有
説
と
し
て
掲
示
さ
れ
て
い
る
。

有
説
。
有
情
観
此
二
種
、
為
入
仏
法
真
甘
露
門
。
一
不
浄
観
、

二
持
息
念
。
不
浄
観
観
造
色
。
持
息
念
観
大
種
（
大
正
も
み
宙
．

○
〕
、
ｌ
］
Ｃ
）
０

世
親
は
不
浄
観
と
持
息
念
と
を
〔
修
習
に
〕
悟
入
す
る
た
め
の
二
門

（
画
く
色
薗
３
日
烏
胃
》
玄
・
真
、
入
修
二
門
）
と
呼
ぶ
（
Ｐ
悶
切
丘
や

壁
］
》
式
弓
巴
肉
屋
》
亘
刃
大
正
や
巨
騨
・
・
ロ
》
や
喝
］
・
ゆ
ゞ
巴
。

『
声
聞
地
』
に
も
五
停
心
観
が
趣
入
門
と
し
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
こ
で
は
不
浄
観
と
数
息
観
は
特
に
他
の
観
法
と
そ
の
優
劣

を
区
別
さ
れ
て
は
い
な
い
。

如
説
負
行
是
不
浄
観
之
所
調
伏
、
如
是
、
瞑
行
是
慈
感
観
之
所

調
伏
。
乃
至
、
最
後
尋
思
行
之
阿
那
波
那
念
之
所
調
伏
。
如
其

所
応
、
皆
當
了
知
其
中
差
別
。
餘
趣
入
門
我
當
顕
示
（
大
正

や
。
吟
つ
い
○
》
』
Ｃ
ｌ
い
い
）
Ｏ

⑭
「
婆
沙
論
」
は
、
琉
伽
師
が
五
蓋
中
で
最
も
重
い
負
欲
を
対
治
す

る
た
め
に
不
浄
観
を
修
す
る
に
つ
い
て
、
初
習
業
位
と
已
熟
修
位
と

超
作
意
位
と
の
三
段
階
が
あ
る
こ
と
、
更
に
そ
の
観
行
者
に
簡
略
な

行
を
願
う
者
と
広
大
な
行
を
願
う
者
と
そ
の
両
方
を
求
め
る
者
と
の

三
者
が
あ
る
こ
と
を
述
舎
へ
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
を
詳
細
に
解
説
し
て
い

る
。
そ
の
中
の
簡
略
な
行
を
願
う
者
の
場
合
の
三
段
階
に
関
す
る
説

明
を
参
考
ま
で
に
こ
こ
に
掲
示
し
て
お
く
。

問
う
。
こ
の
三
種
の
不
浄
観
を
修
す
る
時
、
何
を
か
ぎ
り
て
初

習
業
位
と
名
づ
け
、
何
を
か
ぎ
り
て
已
熟
修
位
と
名
づ
け
、
何

を
か
ぎ
り
て
超
作
意
位
と
名
づ
け
る
や
。

答
う
。
た
だ
略
を
ね
が
う
者
、
塚
間
に
往
き
、
死
屍
青
擴
等
の

相
を
観
察
す
る
よ
り
広
説
乃
至
、
勝
解
力
を
以
て
自
身
に
移
属

し
、
始
め
青
振
よ
り
乃
ち
骨
墳
に
至
る
ま
で
の
一
切
を
皆
、
初

習
業
位
と
名
づ
け
る
。
骨
墳
に
お
い
て
先
づ
足
骨
を
観
ず
る
よ

り
広
説
乃
至
、
後
に
閥
継
を
観
じ
、
復
た
此
の
中
に
お
い
て
半

を
除
き
て
半
を
観
じ
、
復
た
一
分
を
除
き
て
た
だ
一
分
を
観
ず

る
一
切
を
皆
、
已
熟
修
位
と
名
づ
け
る
。
勝
解
力
を
以
て
是
の

如
き
不
浄
相
を
観
察
し
已
り
て
眉
間
に
蕊
念
し
、
湛
念
と
し
て

住
し
、
復
た
此
の
念
を
転
じ
て
身
念
住
に
入
り
、
展
転
し
て
乃

至
、
法
念
住
に
入
る
一
切
を
皆
、
超
作
意
位
と
名
づ
く
（
大
正

も
．
い
つ
Ｐ
抄
》
得
画
ｌ
い
い
）
。

『
雑
阿
毘
曇
心
論
」
に
も
不
浄
観
に
始
業
と
已
習
行
と
思
惟
已
度

と
の
三
種
の
修
行
の
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

足
指
よ
り
起
こ
り
て
乃
至
、
頂
ま
で
皮
・
血
・
肉
を
除
去
し
て

意
解
思
惟
す
る
。
是
を
始
業
と
名
づ
く
。
此
の
骨
墳
に
於
い
て

不
作
想
生
じ
、
大
地
に
周
辺
す
。
ま
た
骨
墳
を
観
じ
て
不
作
想

あ
り
。
か
の
骨
墳
は
展
転
し
て
あ
い
対
し
て
大
風
に
瓢
榑
し
、

消
え
て
雲
聚
と
な
る
。
是
を
已
習
行
と
名
づ
く
。
略
し
て
骨
墳

を
観
じ
て
還
っ
て
自
身
に
至
り
、
其
の
所
縁
に
於
い
て
清
浄
寂

静
に
し
て
、
た
だ
一
色
を
観
ず
。
是
を
思
惟
已
度
と
名
づ
く

（
大
正
二
八
、
や
ｇ
“
》
抄
》
や
ご
。

『
声
聞
地
』
に
も
初
修
業
（
目
鼻
目
昌
冨
）
と
已
習
行
君
閏
旨
昌
四
》

シ
園
田
彦
で
は
冨
昌
四
冨
）
と
已
度
作
意
（
鼻
屏
Ｈ
自
国
１
日
四
国
儲
百
国
）

の
三
種
の
琉
伽
師
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
依
れ
ば
琉
伽
行
者
は

り Q
宮』



七
種
の
作
意
と
修
習
の
段
階
と
い
う
二
つ
の
方
面
か
ら
三
種
に
分
け

ら
れ
る
。

七
種
の
作
意
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
初
修
業
者
と
は
、
心
一
境

性
に
お
い
て
作
意
を
得
な
い
、
心
一
境
性
を
触
証
す
る
以
前
の
初
学

者
で
あ
る
作
意
の
初
修
業
者
と
、
作
意
を
触
証
し
て
煩
悩
か
ら
心
を

浄
化
し
よ
う
と
思
い
、
相
を
一
つ
一
つ
確
認
す
る
作
意
に
着
手
し
実

践
す
る
煩
悩
浄
化
の
初
修
業
者
と
の
二
種
の
初
学
者
の
こ
と
で
あ
る
〔

已
習
行
者
と
は
、
〔
七
趣
の
作
意
の
内
の
〕
了
相
作
意
を
除
い
て
、

そ
れ
以
外
の
加
行
究
寛
〔
作
意
〕
に
至
る
六
種
の
作
意
に
お
け
る
行

を
完
成
し
た
者
で
あ
る
。
已
度
作
意
者
と
は
加
行
の
完
成
し
た
果
と

し
て
の
作
意
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
加
行
の
修
習
と
し
て
の

作
意
を
巳
に
越
え
、
修
習
の
果
に
住
す
る
者
で
あ
る
。

⑮
修
習
の
段
階
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
初
修
業
者
と
は
善
法
を
求

め
る
こ
と
か
ら
始
め
て
未
だ
順
決
択
分
の
善
根
の
生
じ
て
い
な
い
段

階
を
指
す
。
已
習
行
者
と
は
暖
、
頂
、
忍
、
世
第
一
法
の
順
決
択

分
の
善
根
を
起
こ
し
た
者
の
こ
と
で
あ
る
。
已
度
作
意
者
と
は
正
性

離
生
に
証
入
し
、
諦
現
観
し
、
仏
の
聖
教
に
お
い
て
他
の
者
に
依

る
こ
と
も
な
く
他
の
者
に
乱
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
者
の
こ
と
で
あ
る

缶
切
Ｆ
噌
画
霞
串
ｌ
鵲
卸
邑
》
ロ
閏
．
己
輿
Ｐ
》
甲
戸
穿
大
正
や

浅
史
ロ
］
‐
侭
．
具
．
弓
ご
目
ぃ
邑
且
：
層
．
葛
Ｉ
ロ
ッ
ル
テ
ィ
ム
・

小
谷
や
隠
巴
。

『
声
聞
地
」
で
は
不
浄
観
な
ど
の
五
停
心
観
は
、
聡
伽
行
者
が
修

習
す
ぺ
き
す
べ
て
の
所
縁
を
四
種
に
分
類
し
た
所
謂
四
種
所
縁
（
遍

満
所
縁
、
浄
行
所
縁
、
善
巧
所
縁
、
浄
惑
所
縁
）
の
内
の
浄
行
所
縁

を
説
明
す
る
箇
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

云
何
名
浄
行
所
縁
。
謂
、
不
浄
、
慈
悪
、
縁
性
縁
起
、
界
差
別
、

阿
那
波
那
念
等
所
縁
差
別
。
（
大
正
や
憶
い
・
・
民
ｌ
こ
）

浄
行
所
縁
の
内
の
ど
れ
を
対
象
と
し
て
修
習
す
《
へ
き
か
に
つ
い
て
は

負
、
順
、
擬
、
慢
、
尋
思
の
行
者
、
彼
は
先
ず
応
に
浄
行
所
縁

に
お
い
て
そ
の
行
を
浄
修
し
、
然
し
て
後
に
方
に
心
正
安
住
を

證
す
べ
し
（
大
正
や
倉
印
）
。
』
路
ｌ
雲
。

と
述
べ
て
い
る
の
で
、
負
欲
の
旺
盛
な
行
者
は
不
浄
観
を
修
し
、
瞑

患
の
強
い
行
者
は
慈
感
を
修
習
し
云
々
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

対
応
さ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
『
倶
舎
論
』
の
よ

う
に
五
停
心
観
の
中
か
ら
不
浄
観
と
持
息
念
の
修
習
を
他
の
も
の
よ

り
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
は
五
停
心

観
は
、
そ
の
種
類
や
そ
れ
ら
が
対
治
す
る
負
欲
の
種
類
な
ど
に
関
す

る
説
明
だ
け
が
な
さ
れ
、
そ
の
修
習
の
仕
方
に
関
す
る
説
明
は
な
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
の
実
修
法
は
こ
の
「
聡
伽
行
者
の
所
縁
」
を
述
べ

る
項
目
の
暫
く
後
の
「
心
一
境
性
」
を
説
く
項
目
の
所
で
詳
し
く
解

説
さ
れ
る
。
そ
こ
で
も
五
停
心
観
は
相
互
に
優
劣
を
つ
け
ら
れ
ず
に

初
修
業
者
が
初
め
て
観
言
冨
噂
騨
呂
）
を
修
習
す
る
に
際
し
て
行
う

雫
へ
き
こ
と
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
浄
行
所
縁
を
対
象
と
し
て
行
う
観
（
ぐ
ぢ
隙
穏
目
）
の
内

容
が
五
停
心
観
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
の
五
停
心
観
の
そ
れ
ぞ
れ

に
お
い
て
、
義
（
胃
昏
色
）
、
事
（
ぐ
Ｐ
“
目
）
、
相
（
置
厨
騨
息
）
、
品

（
冨
恩
煙
）
、
時
（
圃
旨
）
、
理
ｑ
鳥
ｇ
と
い
う
六
種
の
事
柄
が
考
察

（
尋
思
）
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
不
浄

観
の
実
践
法
も
こ
れ
ら
六
種
の
事
柄
を
考
察
す
る
観
（
ぐ
ざ
患
冨
目
）

の
修
習
法
と
し
て
極
め
て
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
が
国
辱
層
．

雪
Ｐ
旨
ｌ
望
式
④
、
ロ
①
儲
．
屋
画
煙
当
－
国
酌
四
画
》
大
正
層
Ｌ
圏
．

少
ゞ
巨
ｌ
急
輿
騨
．
腿
）
。
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⑯
そ
こ
に
説
か
れ
る
不
浄
観
は
「
倶
舎
論
』
や
『
婆
沙
論
』
に
説
か

れ
る
観
法
と
は
相
当
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
倶
舎
論
」

で
不
浄
観
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
説
か
れ
る
骨
鎖
観
の
場
合
で

は
、
行
者
は
自
分
の
身
体
が
骨
鎖
に
な
っ
て
い
く
有
様
を
瞑
想
す
る

こ
と
か
ら
始
め
て
、
海
に
至
る
ま
で
辺
り
一
面
が
骨
鎖
に
埋
め
尽
く

さ
れ
て
い
る
様
を
瞑
想
す
る
。
そ
し
て
次
に
は
逆
に
、
そ
の
骨
鎖
を

縮
小
し
て
い
っ
て
自
分
の
眉
間
の
み
に
残
さ
れ
た
骨
に
心
を
集
中
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
骨
鎖
を
瞑
想
に
よ
っ
て
拡
大
し
縮
小
し
て
最
後

は
眉
間
に
心
を
集
中
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
観
法
の
要
点
を
な

し
て
い
る
。
他
方
、
『
声
聞
地
』
の
不
浄
観
に
お
い
て
は
、
上
記
の

と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
義
を
考
察
す
る
と
い
う
の
は
、
所
説
の
法

の
意
味
を
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
如
く
に
で
あ
る
。

こ
こ
に
も
両
者
の
観
法
の
相
違
の
一
端
が
看
取
さ
れ
る
。

眉
間
に
心
を
保
持
す
る
理
由
に
つ
い
て
『
婆
沙
論
』
に
は
吹
の
よ

う
に
言
』
フ
。

問
う
。
何
に
縁
り
て
、
念
を
蕊
し
て
眉
間
に
在
る
や
。

答
え
る
。
観
行
を
修
す
る
者
、
先
ず
此
の
処
に
依
り
て
賢
聖
の

楽
を
生
じ
、
後
に
漸
く
身
に
通
ず
。
是
の
故
に
か
れ
眉
間
に
お

い
て
念
を
蕊
す
。
受
（
愛
？
）
欲
者
の
男
女
根
の
処
に
先
ず
欲

楽
を
生
じ
、
後
に
漸
く
身
に
遍
ず
る
が
如
く
、
此
れ
も
亦
、
是

の
如
し
令
．
ｇ
興
秒
〉
？
届
）
。

不
浄
観
の
自
性
が
無
負
で
あ
る
こ
と
や
、
地
が
欲
界
を
加
え
て
十

地
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
初
め
と
し
て
、
加
行
得
、
離
染
得
、
生
得
の

不
浄
観
に
至
る
ま
で
、
自
註
に
見
ら
れ
る
解
説
は
す
べ
て
『
婆
沙
論
』

に
よ
り
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
ｅ
函
ｇ
》
・
ふ
１
画
Ｓ
》
・
・
ｓ
ｏ

し
て
い
る
ｃ
州

六
種
の
事
柄
が
考
察
（
尋
伺
、
冨
匂
①
融
蔚
）
さ
れ
る

こ
と
が
必
要

⑰
優
れ
た
根
本
定
（
中
間
定
、
号
司
Ｐ
甲
ｐ
目
８
国
』
房
Ｐ
Ｂ
蝉
四
国

戸
ご
色
ｇ
Ｈ
８
ｐ
）
。
初
静
慮
に
は
近
分
定
（
未
至
定
を
含
む
）
と
根

本
定
と
優
れ
た
根
本
定
と
の
三
段
階
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
静
慮

の
近
分
定
に
至
る
前
の
段
階
を
言
う
。
こ
の
定
、
つ
ま
り
玄
美
の
言

う
中
間
定
が
初
静
盧
と
第
二
静
慮
と
の
中
間
に
位
置
す
る
の
で
は
な

く
、
初
静
慮
に
属
す
る
こ
と
は
、
「
倶
舎
論
」
第
一
章
冒
頭
部
の
チ

ム
の
注
釈
中
に
、
こ
の
定
を
「
初
〔
静
盧
〕
の
優
れ
た
根
本
定
（
曾
凋

℃
目
目
唱
⑳
鵯
巨
屏
ぽ
目
昌
冨
Ｈ
ｏ
ｐ
ｐ
）
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら

も
分
か
る
ａ
、
四
》
９
。

⑬
ぐ
匂
日
‐
唱
○
閏
Ｐ
を
ぐ
昌
匡
‐
唱
８
国
と
訂
正
。

⑲
法
宣
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

此
の
息
を
観
ず
る
の
は
其
の
体
は
慧
な
り
。
し
か
れ
ど
も
其
の

慧
が
念
力
に
助
け
ら
れ
て
息
を
観
ず
る
故
に
、
念
の
字
を
加
え

て
阿
那
阿
波
那
念
と
名
づ
く
。
一
よ
り
十
ま
で
息
の
数
を
か
ぞ

え
て
憶
持
す
る
は
念
の
心
所
の
力
な
り
。
其
の
念
力
に
助
け
ら

れ
て
苔
の
心
所
が
息
を
観
ず
る
念
．
届
こ
。

念
の
心
所
が
慧
の
心
所
を
任
持
し
て
境
を
観
じ
さ
す
こ
と
な
り

（
己
・
檮
切
画
）
Ｏ

⑳
四
念
住
は
慧
を
体
と
す
れ
ど
も
、
慧
が
念
の
力
で
境
に
住
す
る
故

に
念
住
と
言
う
（
法
宣
や
勗
些
。

④
法
宣
の
注
釈
は
次
の
よ
う
に
整
理
し
直
す
と
理
解
し
易
い
で
あ
る

詩
フ

。

持
息
念
は
尋
（
乱
冨
昌
百
）
を
対
治
す
る
こ
と
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
捨
受
と
相
応
す
る
。
捨
受
と
相
応
す
る
地
は
、

初
静
慮
か
ら
第
三
静
盧
の
近
分
定
と
、
優
れ
た
根
本
定
と
、
欲

界
と
に
限
ら
れ
る
。
何
故
な
ら
、
初
め
の
三
根
本
定
に
お
い
て

Q1
a 上



は
受
は
喜
受
と
楽
受
と
で
あ
る
。
数
息
観
は
一
つ
の
対
象
に
専

念
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
受
が
起
こ
れ
ば
心
が
浮
き

立
ち
一
つ
の
対
象
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
ま
た

第
四
静
慮
以
上
に
は
観
察
の
対
象
と
な
る
ゞ
へ
き
風
が
存
在
し
な

い
。
た
と
え
欲
界
の
依
身
で
以
て
第
四
静
盧
に
入
っ
て
も
息
風

は
絶
え
て
起
こ
ら
な
い
。
故
に
、
初
め
の
三
根
本
定
と
第
四
静

盧
以
上
と
に
は
持
息
念
は
な
い
。
ま
た
欲
界
で
も
受
が
捨
受
で

あ
る
場
合
に
は
持
息
念
が
成
立
す
る
が
、
苦
楽
受
で
あ
る
場
合

に
は
持
息
念
は
達
成
さ
れ
な
い
（
弓
．
昂
や
巴
。

⑳
手
の
親
指
の
先
端
か
ら
小
指
の
先
端
ま
で
の
長
さ
。
手
を
張
り
て

伸
ば
し
た
処
な
り
（
法
宣
や
扇
②
。

⑳
両
手
を
伸
ば
し
た
処
な
り
（
法
宣
ロ
］
ｇ
）
。

⑳
倒
尉
は
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

〔
「
自
註
』
に
〕
風
輪
に
至
る
ま
で
と
い
う
の
は
、
下
へ
随
う

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ー
イ
ラ
ン
バ
の
風
に
〔
至
る
ま

で
〕
と
い
う
の
は
、
上
へ
〔
随
う
〕
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〔
そ
れ
は
〕
真
実
作
意
で
あ
る
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得

な
い
か
ら
と
は
、
風
輪
や
或
は
ヴ
ァ
ー
イ
ラ
ン
バ
の
風
に
至
る

ま
で
〔
随
う
〕
と
い
う
よ
う
に
、
そ
う
考
え
る
こ
と
は
勝
解

作
意
に
は
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
が
〔
こ
の
場
合
は
真
実
作
意

な
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
〕
と
い
う
の
で
あ
る

（
も
．
印
画
Ｐ
『
ｌ
や
）
Ｏ

法
宣
は
「
息
念
観
は
自
相
は
真
実
作
意
し
て
倶
起
す
る
も
の
な
り
、

仮
想
を
以
て
観
ず
る
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
注
釈
し
て
い
る
ｅ
』
副
）
。

⑳
持
息
念
は
『
婆
論
」
で
は
個
体
の
流
転
と
還
滅
を
説
く
箇
所
（
巻

二
六
）
で
入
出
息
と
関
連
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
五
停
心
観
の
他

の
観
法
と
は
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
世
親
が
自
註
に
掲
げ
た
持

息
念
の
要
約
偶
に
示
さ
れ
る
六
種
の
項
目
は
、
そ
の
ま
ま
「
婆
沙
論
』

に
見
ら
れ
、
よ
り
詳
細
に
解
説
が
施
さ
れ
て
い
る
（
大
正
弓
山
瞳
．

○
．
鵲
ｌ
］
韻
》
Ｐ
ｇ
）
。
第
三
の
項
目
「
止
め
る
こ
と
」
の
世
親
の
説

明
は
、
「
婆
沙
論
』
で
は
正
統
説
の
後
に
有
る
者
の
説
と
し
て
出
さ

れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
（
大
正
や
屋
切
秒
》
ミ
ー
望
。

⑳
「
婆
沙
論
』
で
は
、
欲
界
と
静
盧
中
間
と
下
三
静
盧
の
近
分
と
の

五
地
で
あ
る
と
言
う
（
大
正
も
．
］
農
〕
・
》
己
‐
旨
）
。

⑳
入
出
息
が
有
情
数
で
あ
っ
て
無
執
受
で
あ
る
こ
と
は
『
婆
沙
論
」

（
大
正
や
届
吟
四
、
中
巴
に
説
か
れ
て
い
る
。

⑳
入
出
息
が
等
流
で
あ
る
こ
と
は
『
婆
沙
論
』
大
正
勺
屋
吟
い
】
屋
）

に
出
る
。

⑳
衿
園
田
ロ
や
鷺
］
』
甲
吟
団
鳥
屋
ロ
・
大
正
勺
巨
鈩
・
》
い

⑳
閏
隠
ロ
圏
鈩
魁
ｌ
望
・
甸
農
胃
篭
』
ロ
？
戸

、
こ
こ
は
下
地
の
心
が
上
地
の
入
出
息
を
対
象
と
し
な
い
理
由
を
述

ゞ
へ
る
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
法
宣
は
自
の
心
で
下
地
の
息

を
縁
ぜ
ず
と
い
う
よ
う
に
逆
に
理
解
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

二
定
に
生
じ
て
初
定
の
心
を
起
こ
す
の
は
威
儀
心
通
果
心
な
り
・

威
儀
は
借
起
識
な
り
。
是
は
唯
初
定
の
色
声
触
を
縁
ず
る
ぱ
か

り
で
息
を
縁
ぜ
ず
。
さ
て
又
、
通
果
心
は
天
眼
通
天
耳
通
な
れ

ば
色
声
を
縁
ず
。
変
化
心
な
れ
ば
色
声
味
触
を
縁
ず
。
息
風
を

縁
ず
る
こ
と
は
な
い
と
仰
せ
ら
れ
た
ｅ
，
息
ｓ
ｏ

の
ム

ゥ
リ


