
本
稿
は
拙
稿
「
三
十
七
道
品
に
お
け
る
五
根
。
五
力
の
位
置
」

（
印
度
学
仏
教
学
研
究
三
九
’
一
号
、
以
下
〃
前
稿
″
と
略
す
）
の
続
稿

で
あ
る
。
前
稿
に
お
い
て
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
代
表
的

な
修
行
体
系
で
あ
る
三
十
七
道
品
は
、
仏
教
の
要
訣
と
し
て
の
仏

陀
最
後
の
言
葉
を
原
動
力
と
し
て
、
人
間
の
向
上
を
目
指
す
基
本

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
五
根
。
五
力
を
本
質
と
し
て
体
系
化
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
検
討
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
後
の
発
達
し
た
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
に
お
い
て
、
こ

の
三
十
七
道
品
（
三
十
七
菩
提
分
法
）
は
複
雑
な
修
行
道
の
階
梯

と
し
て
、
様
々
な
分
析
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
ア
ビ
ダ
ル

マ
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
同
じ
く
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
方
法
論
で
大
乗

思
想
を
理
論
づ
け
よ
う
と
し
た
大
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
に
お
い
て

は
、
さ
ら
に
積
極
的
な
意
味
付
け
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、

は
じ
め
に

原
始
仏
教
に
お
け
る
三
十
七
道
品
の
形
成

こ
の
大
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
に
お
け
る
解
釈
を
検
討
し
て
み
る
と

原
始
経
典
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
複
雑
多
岐

な
解
釈
の
上
に
、
さ
ら
に
実
践
的
な
意
味
付
け
を
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
様
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
思
想
や
大
乗
ア
ビ

ダ
ル
マ
思
想
に
お
け
る
点
検
作
業
の
前
に
、
原
始
仏
教
に
お
い
て

三
十
七
道
品
の
体
系
が
如
何
に
し
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
ど
う
い

う
思
想
的
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
究
し
、
そ

こ
に
お
け
る
修
行
道
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

前
述
の
如
く
、
こ
の
三
十
七
道
品
は
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
時
代

に
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
各
支
分
で
あ
る
四
念
処
、

四
正
勤
、
四
神
足
、
五
根
、
五
力
、
七
覚
支
、
八
正
道
は
、
個
別

に
は
原
始
仏
教
の
ご
く
初
期
の
頃
か
ら
説
か
れ
て
い
た
も
の
で
あ

」
古
一
元

一
一

一
三
口

ｆ
〃
‐
Ｉ

行
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る
。
こ
れ
ら
は
原
始
仏
典
の
随
所
に
重
要
な
教
説
と
し
て
説
か
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
原
始
経
典
に
お
い
て
、
三
十
七
道
品
と
い
う
名
称

は
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
諸
法
が
列
挙
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
「
相
応
部
（
留
日
旨
ヰ
酉
‐
昌
房
ご
轡
こ
第
五

の
大
品
（
冨
呂
胃
鱒
開
騨
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
十
七
道
品
と

い
う
名
称
は
な
く
、
列
挙
さ
れ
る
順
序
も
幾
分
異
な
っ
て
い
る
が
、

各
項
目
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
大
品
が
次
の
よ
う

な
目
次
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
テ
ー
マ
に
応
じ
て
（
相
応
）
教
説

が
編
纂
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

の
道
相
応
（
目
。
謁
画
‐
の
騨
日
冒
洋
四
）

⑨
覚
支
相
応
ｅ
ｏ
君
凰
噌
‐
の
胃
ご
貝
３
）

⑥
念
処
相
応
（
の
四
§
騨
茸
目
目
‐
い
ゅ
日
冒
ヰ
四
）

④
根
相
応
（
冒
目
息
‐
の
閏
昌
胃
国
）

⑤
正
勤
相
念
（
の
鱒
日
日
埋
弓
且
目
目
‐
３
日
首
ヰ
轡
）

⑥
力
相
応
（
冨
冨
‐
の
四
目
冒
茸
“
）

例
神
足
相
応
（
国
目
ざ
目
騨
‐
ぬ
煙
冒
冒
ヰ
趣
）

⑧
阿
那
律
相
応
（
昔
匡
目
呂
冨
‐
３
日
冒
扉
秒
）

⑨
禅
相
応
（
菅
目
騨
‐
“
胃
葛
具
３
）

⑩
安
般
相
応
面
目
目
目
↓
の
閨
目
鼻
３
）

⑪
預
流
相
応
（
の
。
国
忌
昌
‐
の
閏
身
具
３
）

⑫
諦
相
応
（
＄
。
８
‐
＄
日
冒
ヰ
Ｐ
）

の
の
「
道
」
は
八
正
道
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
テ
ー
マ

の
中
に
三
十
七
道
品
の
各
支
及
び
修
行
道
に
と
っ
て
重
要
な
概
念

が
入
っ
て
お
り
、
そ
の
テ
ー
マ
に
応
じ
た
経
典
が
編
集
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
内
の
①
ｌ
⑦
が
三
十
七
道
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
法
は
す
べ
て
、
一
様
に
最
高
の
浬
藥
・
阿
羅

漢
果
に
達
す
る
た
め
の
道
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
ら
の
一
淀
は
原
始
仏
教
に
お
け
る
修
行
道
と
し
て
最
も
基
本

的
な
方
法
論
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
原
始
仏
教
初
期
の
時
代
に
は
三

十
七
道
品
と
い
う
修
行
体
系
が
完
備
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
が
個
別
に
説
か
れ
て
い
た
が
、
後
に
上
記
の

相
応
部
経
典
な
ど
の
編
纂
の
時
、
同
じ
よ
う
な
目
的
を
持
つ
概
念

を
纏
め
る
必
要
が
生
じ
、
次
第
に
体
系
化
の
試
み
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

三
十
七
道
品
と
い
う
概
念
が
後
に
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
は
、
原
始
経
典
の
．
〈
－
リ
原
典
と
そ
の
漢
訳
を
比
較
し
て
み

て
も
よ
く
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
『
雑
阿
含
』
二
四
’
三
九
（
大
正

一
・
一
七
六
ｂ
）
で
は
、
三
十
七
道
品
各
支
が
順
番
に
列
挙
さ
れ
て

お
り
、
ま
た
別
の
異
訳
で
あ
る
『
生
経
』
二
（
大
正
三
。
七
九
ｃ
）

で
も
同
様
で
あ
る
が
（
い
ず
れ
も
三
十
七
道
品
の
名
称
は
見
え
な

い
）
、
そ
の
・
ハ
ー
リ
原
典
命
．
合
‐
届
）
に
は
、
解
脱
あ
る
い
は
持
戒

旬ハ
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に
関
す
る
こ
と
が
ら
が
あ
る
だ
け
で
、
三
十
七
道
品
は
ま
っ
た
く

説
か
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
前
稿
に
も
ふ
れ
た
如
く
旨
き
恩
ミ
ミ
き
き
ｓ
の
員
言
員
ｓ

で
は
、
人
々
の
利
益
・
幸
福
・
世
間
に
対
す
る
憐
悪
の
た
め
に
三

十
七
道
品
を
修
す
、
へ
き
こ
と
が
説
か
れ
た
（
三
十
七
道
品
の
名
称

①

は
出
な
い
）
。
梵
本
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
パ
ー
リ
語
原
典
に
相
当
す
る
漢
訳
『
遊
行

経
』
で
も
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

汝
ら
は
当
に
知
る
や
へ
し
。
わ
れ
此
の
法
を
以
て
自
身
に
作
証

し
最
正
覚
を
成
ぜ
り
。
謂
わ
く
、
四
念
処
・
四
意
断
・
四
神

足
。
四
禅
。
五
根
・
五
カ
．
七
覚
意
・
賢
聖
八
道
な
り
。
汝

ら
は
宜
し
く
こ
の
法
の
中
に
於
て
和
同
敬
順
し
、
訴
訟
を
生

ず
る
こ
と
な
か
る
べ
し
。
（
大
正
一
。
一
六
ｂ
）

こ
こ
で
、
「
四
禅
」
は
、
。
〈
－
リ
本
。
梵
本
・
法
顕
訳
「
大
般

浬
藥
経
』
に
は
無
い
が
、
『
般
泥
疸
経
』
の
相
当
部
分
で
は
「
四

禅
行
」
が
含
ま
れ
て
お
り
、
『
遊
行
経
』
と
同
様
に
必
ず
し
も
三

十
七
項
目
に
は
な
っ
て
い
な
い
（
大
正
一
“
一
八
一
ｃ
）
。
た
だ
、
法

顕
訳
『
大
般
浬
藥
経
』
で
は
、
「
三
十
七
道
品
法
」
と
い
う
用
語

が
見
え
る
（
大
正
一
。
一
九
三
ａ
）
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
逗
亀
言
ミ
ミ
ミ
患
冒
宮
豊
ミ
ミ
ｓ
の
ル
ー

ツ
と
も
い
う
べ
き
最
初
期
の
経
典
に
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
三
十
七

そ
こ
で
、
原
始
経
典
に
お
い
て
、
三
十
七
道
品
の
挿
入
さ
れ
た

と
見
ら
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
経
典
を
検
討
し
て
み
た

い
。

ま
ず
先
に
言
及
し
た
『
雑
阿
含
』
二
四
’
三
九
（
『
生
経
』
二
・

ゅ
觜
‐
届
）
は
、
尊
者
舎
利
弗
の
浬
藥
に
際
し
て
、
戒
瀧
、
定
身
乃

至
解
脱
知
見
を
も
っ
て
浬
薬
し
た
か
ど
う
か
の
論
議
の
と
こ
ろ
で
、

両
漢
訳
に
の
み
、
そ
の
後
に
三
十
七
道
品
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
阿
難
が
舎
利
弗
の
浬
梁
に
愁
憂
苦
悩
し
て
い
る
と
、
釈

尊
は
阿
難
を
次
の
よ
う
に
慰
め
る
。

汝
、
愁
憂
し
苦
悩
す
る
こ
と
莫
れ
。
所
以
は
何
ん
。
若
し
は

坐
し
若
し
は
起
き
若
し
は
作
す
は
有
為
敗
壊
の
法
な
り
。

（
中
略
）
阿
難
、
当
に
知
る
寺
へ
し
。
如
来
も
久
し
か
ら
ず
し

て
亦
過
ぎ
去
る
べ
し
。
是
の
故
に
阿
難
、
当
に
自
ら
を
洲
と

作
し
て
自
ら
に
依
る
、
へ
し
。
当
に
法
を
洲
と
作
し
て
法
に
依

る
ゞ
へ
し
。
当
に
異
を
洲
と
せ
ず
異
に
依
ら
ざ
る
こ
と
を
作
す

、
へ
し
。
（
大
正
二
・
一
七
六
Ｃ
ｌ
一
七
七
ａ
）

道
品
の
項
目
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
箇
所
に
こ
の
概
念

が
挿
入
さ
れ
る
必
然
性
が
あ
っ
た
と
見
る
今
へ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
は
、
ど
う
し
て
挿
入
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
一
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こ
こ
で
は
舎
利
弗
の
浬
藥
、
持
戒
堅
固
な
る
こ
と
、
浬
桑
（
死
）

に
つ
い
て
の
阿
難
の
愁
憂
・
苦
悩
、
そ
し
て
如
来
の
浬
渠
の
予
告

②

と
自
洲
（
燈
明
）
の
教
え
と
い
う
こ
と
が
主
要
テ
ー
マ
に
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
部
分
に
相
当
す
る
『
相
応
部
』
四
七
’
一

三
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
ぐ
ゅ
目
①
く
ゅ
犀
百
○
シ
ロ
ゅ
ロ
色
色
目
蝕
蔵
ｐ
８
ウ
宮
屍
丙
彦
ロ
、
色
ご
い
ぼ
秒
協
色

武
守
守
ぼ
ゅ
庁
○
の
凶
Ｎ
ｐ
ぐ
ゆ
守
○
の
倒
己
も
巨
計
庁
○
℃
四
国
ロ
〕
ウ
ワ
ロ
庁
○
庁
ゆ
目
芦
斥
戸
詐
の
会
汁
ぽ
ゅ

シ
ロ
騨
口
・
凹
厨
す
ず
ｐ
働
く
四
国
汁
四
目
試
庁
四
目
ウ
ヴ
ロ
岸
四
日
切
巴
目
戸
口
鼻
餌
日

己
四
さ
穴
四
‐
Ｑ
ぽ
ゆ
Ｈ
目
白
‐
四
Ｈ
ロ
庁
曾
崗
口
ぐ
色
庁
四
筒
口
ゆ
で
色
』
且
］
目
陣
ロ
⑦
命
皆
目

凸
■
■
凸
》
■

汁
け
勵
口
ｇ
ご
く
こ
］
ロ
紗
ロ
．③

昔
②
ミ
ミ
毒
建
言
圏
惠
亀
邑
員
昔
‐
島
も
割
己
碁
忌
菖
尋
急
§
旨
閨
昌
苫
＆
ミ
ミ
富
‐

禽
争
の
争
竜
邑
菖
画
国
琴
承
著
律
導
阜
ｓ
ｌ
ａ
割
、
国
昼
琴
争
や
葛
↓
嵩
急
由
国
奄
邑
宮
ａ
ｓ
寓
邑
嵩
嵩
Ｓ
の
ｓ
賢
亀
菖
邑
．

（
い
ぐ
．
固
］
急
・
）

こ
の
箇
所
の
内
容
は
、
先
の
漢
訳
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
実
は
、

こ
の
．
〈
１
リ
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
部
分
以
降
と
ま
っ
た
く
同
一
の
文

が
旨
倉
言
曾
言
ミ
き
き
畠
ミ
ミ
ミ
ｓ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同

経
に
お
け
る
こ
の
箇
所
は
次
の
よ
う
な
仏
陀
の
述
懐
の
後
に
出
る
。

し
か
し
な
あ
、
阿
難
よ
、
私
は
も
は
や
老
衰
し
、
年
寄
り
、

齢
を
重
ね
、
人
の
世
を
過
ぎ
、
晩
年
に
達
し
た
。
私
の
年
齢

は
八
○
歳
に
な
っ
た
。
阿
難
よ
、
た
と
え
ば
古
ぼ
け
た
牛
車

が
皮
紐
の
助
け
に
よ
っ
て
や
っ
と
動
く
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
、

阿
難
よ
、
如
来
の
身
体
も
ま
さ
に
皮
紐
の
助
け
に
よ
っ
て
、

や
っ
と
動
く
の
で
あ
ろ
う
。
ｅ
・
目
も
皇
ｇ
・
）

こ
の
後
に
、
一
切
の
表
象
を
作
意
せ
ず
、
無
心
定
に
入
る
と
き
、

如
来
の
身
体
は
安
穏
と
な
る
、
と
説
き
、
そ
の
直
後
に
先
の
文
言

が
出
て
、
さ
ら
に
四
念
処
の
教
説
に
入
る
。

そ
し
て
、
仏
陀
は
ヴ
ェ
ー
サ
ー
リ
ー
に
お
い
て
「
阿
難
よ
、
ヴ

ェ
ー
サ
ー
リ
ー
は
楽
し
い
」
云
為
と
い
う
現
実
世
界
の
賛
美
を
し
、

四
神
足
を
修
す
こ
と
に
よ
っ
て
如
来
の
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
も
可

能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
そ
の
後
、
悪
魔
の
誘
い
に
よ
り
寿

行
を
放
棄
し
、
入
滅
の
予
告
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

前
稿
に
お
い
て
ふ
れ
た
如
く
、
こ
の
経
典
で
は
、
仏
陀
は
こ
の

入
滅
の
予
告
に
関
し
て
、
比
丘
達
の
慰
留
懇
願
に
対
し
て
三
十
七

道
品
を
説
き
、
そ
し
て
、
「
諸
行
は
壊
れ
る
・
へ
き
も
の
で
あ
る
。

怠
る
こ
と
な
く
励
み
な
さ
い
」
ｅ
・
口
．
や
届
こ
い
‐
屋
．
具
．
ロ
．
口
．

や
勗
屯
‐
函
・
）
と
い
う
最
後
の
言
葉
と
同
一
の
文
言
を
説
法
し
た
こ

と
に
な
っ
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
先
の
「
雑
阿
含
』
と
同
様
に
、

仏
陀
の
老
・
死
（
ま
た
は
そ
の
予
告
）
と
比
丘
た
ち
の
愁
憂
（
慰

留
）
、
そ
し
て
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
の
自
洲
・
法
洲
の
教
え
に

関
す
る
一
連
の
過
程
の
上
に
、
三
十
七
道
品
が
挿
入
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
に
な
る
。
自
洲
の
教
え
が
死
を
直
前
と
し
た
仏
陀
の
言
葉

と
し
て
有
名
で
あ
り
、
そ
れ
は
四
念
処
と
大
き
く
関
わ
り
、
ま
た
、
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五
瀧
の
無
常
．
苦
の
説
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
、
先
学
の
指

④

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

自
洲
（
騨
国
‐
呂
圃
）
・
法
洲
（
号
四
日
目
“
‐
日
層
）
に
お
け
る
洲

⑤

（
合
冨
）
は
、
仏
教
に
お
け
る
浬
梁
（
旨
弓
冨
目
）
の
異
名
で
あ
り
、

ま
さ
に
老
死
の
対
立
概
念
で
あ
る
。
こ
の
自
州
・
法
洲
と
老
死
と

い
う
概
念
は
、
洪
水
（
。
唱
四
』
ぐ
の
悪
）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
介
し

て
、
原
始
仏
教
及
び
初
期
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
根
本
教
義
に
関
わ
っ
て

⑥

い
る
こ
と
が
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
三
十
七
道
品
は

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
部
分
に
挿
入
さ
れ
た
き
わ
め
て
重
要
な
教
義

な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
南
伝
『
相
応
部
』
四
八
「
根
相
応
」
第
五
「
老
品
言
国
‐

ぐ
四
器
蝕
）
」
の
第
一
経
で
は
、
「
少
壮
ｇ
ｏ
ｇ
§
目
）
に
老
の
こ
と

わ
り
（
着
働
‐
目
騨
日
日
Ｐ
）
あ
り
、
無
病
に
病
の
こ
と
わ
り
あ
り
、

寿
命
含
ぐ
目
）
に
死
の
こ
と
わ
り
あ
り
」
云
を
命
．
ぐ
．
や
画
弓

』
‐
唖
）
と
説
き
は
じ
め
、
そ
の
最
後
に
次
の
よ
う
な
偶
を
あ
げ
て
い

る
。

お
ま
え
に
は
何
と
悲
惨
な
こ
と
か
含
冒
）
、

⑦

哀
れ
な
る
老
よ
、
も
の
を
醜
く
す
る
老
よ
◎

⑧

ま
ず
、
可
愛
い
体
（
負
目
ｇ
）
は
、

老
に
よ
っ
て
破
ら
れ
て
し
ま
う
。

た
と
え
一
○
○
歳
生
き
る
と
し
て
も
、

そ
の
人
は
つ
い
に
死
に
至
る
。

如
何
な
る
も
の
も
決
し
て
逃
さ
ず
、

ま
さ
に
す
べ
て
を
破
る
の
で
あ
る
。

命
．
ぐ
．
や
曽
剴
）

こ
の
後
、
第
二
経
で
は
、
眼
等
の
五
根
と
死
の
問
題
に
触
れ
、

さ
ら
に
第
三
経
で
は
、
五
根
。
五
力
と
洲
（
日
恩
）
の
関
係
に
つ
い

て
詳
し
く
説
く
。
前
稿
に
お
い
て
触
れ
た
よ
う
に
、
五
根
は
す
な

わ
ち
五
力
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
河
の
中
州
（
含
Ｅ
ゞ

浬
藥
を
象
徴
）
に
対
し
て
、
河
の
流
れ
を
五
根
・
五
力
に
誉
え
て

い
る
。す

な
わ
ち
、
浬
藥
を
河
の
中
州
（
合
冒
）
に
譽
え
る
と
、
そ
の

河
の
流
れ
は
、
信
・
勤
・
念
・
定
・
慧
と
い
う
一
つ
の
流
れ
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
流
れ
は
中
州
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
か
れ
る
。

そ
れ
が
五
根
と
五
力
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
五
根
と
五

力
と
は
原
始
経
典
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
味
に
区
別
が
あ
る
と
は

説
か
れ
な
か
っ
た
が
、
後
の
註
釈
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
文
献
で
は
、
微

妙
な
区
別
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
同
経
の
註
釈
で
は
、
善
法
に
対
す

る
策
励
等
の
相
に
お
け
る
増
上
な
る
状
態
が
五
根
で
あ
り
、
ま
た
、

内
な
る
塀
怠
等
の
相
に
対
し
て
動
じ
な
い
こ
と
が
五
力
で
あ
る
と

解
釈
さ
れ
る
（
Ｑ
・
の
蔦
自
員
．
や
腱
己
。
南
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論

害
で
あ
る
『
清
浄
道
論
』
に
お
い
て
も
同
様
の
解
釈
で
あ
る
（
９
．
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ぐ
誌
目
．
己
雪
雲
ｃ

こ
れ
ら
南
伝
に
お
け
る
解
釈
に
よ
る
と
、
五
根
は
外
な
る
修
道

の
対
象
に
対
し
て
積
極
的
に
は
た
ら
き
、
五
力
は
内
な
る
修
道
の

妨
げ
に
動
じ
な
い
と
い
う
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
間
に

は
優
劣
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
北
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に

な
る
と
、
五
根
が
劣
っ
て
、
五
力
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
解

釈
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
三
十
七
道
品
の
次
第
が
確
定
し

て
か
ら
、
五
根
↓
五
力
と
い
う
次
第
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
意

図
の
よ
う
で
あ
る
。

『
倶
舎
論
』
で
は
、
「
〔
五
根
は
〕
劣
っ
て
お
り
、
〔
五
力
は
〕

優
れ
て
い
る
か
ら
、
〔
五
根
は
〕
屈
伏
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
〔
五

⑨

力
は
〕
屈
伏
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
」
と
、
両
者
に
明
ら
か

に
優
劣
を
つ
け
る
。
大
乗
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
諭
書
で
あ
る
『
集
論
』

で
も
、
「
こ
れ
が
〔
根
と
の
〕
区
別
で
あ
る
。
反
対
の
も
の
を
損

⑩

減
す
る
こ
と
（
昌
匡
の
唇
Ｐ
）
に
よ
り
屈
伏
さ
れ
な
い
か
ら
力
で
あ
る
」

と
説
か
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
洲
・
法
洲
の
教
え
の
あ
と
に
四
念
処
が
説

か
れ
た
よ
う
に
、
老
い
た
仏
陀
の
浬
藥
を
前
に
し
た
最
後
の
言
葉

に
関
連
し
て
、
ま
さ
に
浬
梁
を
目
指
す
た
め
の
原
始
仏
教
の
基
本

的
実
践
道
で
あ
る
五
根
が
説
か
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
同
義
語
的
意

味
を
持
つ
五
力
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

冒
国
言
曾
ミ
ミ
さ
冒
昌
ミ
言
ミ
ｓ
に
お
い
て
三
十
七
道
品
の
挿
入

さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
部
分
の
ほ
か
に
、
三
十
七
道
品
の
各
項
目
の

中
で
、
四
念
処
・
四
神
足
・
七
覚
支
・
八
正
道
は
単
独
に
そ
れ
ぞ

れ
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
前
稿
に
触
れ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
’
一
カ
ー
ャ
を
管
見
し
て
み
る
と
、
三
十
七

道
品
が
、
八
解
脱
（
旨
．
日
．
喝
．
旨
‐
届
）
、
四
禅
倉
自
も
．
＄
ｃ
、

止
観
。
明
。
解
脱
（
言
．
日
．
喝
．
鼈
？
＄
ご
な
ど
と
並
列
し
て
説

か
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
三
十
七
道
品
各
支
の
次
第
が
異
な
っ
た

り
す
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
概
念
が
後
に
修
道
の
体

系
と
し
て
纒
め
ら
れ
る
段
階
で
、
様
々
な
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
、

最
終
的
に
三
十
七
道
品
と
い
う
体
系
が
出
来
上
が
っ
た
と
思
わ
れ

る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
体
系
が
、
仏
の
老
と
浬
梁
と
い
う

こ
と
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
以
上
の
考
察
か
ら

も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
、
こ
の
経
典
に
お
い
て
、
三
十
七
道
品
の
説
か
れ

た
す
ぐ
後
に
、
「
さ
あ
、
比
丘
ら
よ
、
汝
た
ち
に
告
げ
よ
う
。
諸

行
は
壊
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
怠
る
こ
と
な
く
（
四
層
“
目
秒
‐

号
ご
鱒
）
励
み
な
さ
い
」
（
ロ
ロ
．
や
］
ｇ
岳
‐
』
峰
ゞ
ロ
ロ
ロ
、
勺
］
ｇ

岸
‐
画
）
と
い
う
、
入
滅
直
前
の
仏
陀
最
後
の
言
葉
と
同
一
の
文
言
を

三
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経
典
作
者
は
挿
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
は
っ
き
り
す
る
で
あ
る

⑪

う
。
別
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
こ
の
最
後
の
言
葉
を
註

釈
家
は
、
「
以
上
の
如
く
、
世
尊
は
完
全
な
浬
藥
の
床
に
就
か
れ

四
十
五
年
間
の
問
に
説
か
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
教
説
を
〃
怠
る
こ

と
な
く
″
と
い
う
た
だ
一
つ
の
句
の
中
に
圧
縮
し
て
与
え
ら
れ

た
」
命
ぐ
．
ロ
．
や
＄
鵠
“
Ｉ
“
心
・
）
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
最
後
の
言
葉
に
お
け
る
「
怠
る
こ
と
な
く
（
騨
弓
Ｐ
白
目
①
口
幽
）
」

と
い
う
文
言
は
三
十
七
道
品
の
中
の
四
正
勤
と
大
き
く
関
わ
る
こ

と
は
当
初
に
ふ
れ
た
『
相
応
部
（
留
日
君
倖
鱒
‐
巳
冨
冒
こ
第
五
の

大
品
（
旨
騨
圃
ぐ
陣
開
騏
）
に
、
「
不
放
逸
（
煙
喝
四
ｓ
目
抄
）
」
と
い
う
章

が
あ
り
、
そ
れ
は
正
勤
（
、
四
目
目
四
喝
且
冨
目
）
の
章
を
応
用
す
べ

き
で
あ
る
と
説
か
れ
る
命
．
ぐ
．
や
瞳
弔
鐘
、
）
。
こ
の
四
正
勤
が
、

仏
陀
最
後
の
言
葉
に
関
わ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に

仏
道
修
行
の
基
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
よ
う

な
『
中
部
』
七
八
「
曽
ミ
ミ
ｓ
‐
ミ
ミ
昌
言
‐
の
ミ
ミ
」
の
所
説
か
ら
も

明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

あ
る
と
き
、
大
工
の
砲
目
。
鳥
目
畷
が
、
外
道
の
遍
歴
行
者

で
あ
る
。
閼
留
凹
日
目
四
に
、
「
身
体
に
悪
い
行
為
を
せ
ず
、
悪

い
語
を
発
せ
ず
、
悪
い
分
別
を
せ
ず
、
悪
い
生
活
を
し
な
い
」
と

い
う
説
法
を
聞
い
た
が
、
満
足
せ
ず
、
仏
陀
を
訪
ね
た
。
仏
陀
は

そ
の
外
道
の
説
法
を
素
に
し
て
、
不
善
戒
・
善
戒
・
不
善
念
・
善

念
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
、
そ
の
生
ず
る
原
因
、
そ
の
減
、
そ
の
減
へ

至
る
た
め
の
道
を
説
く
中
で
、
不
善
戒
の
減
に
至
る
た
め
の
道
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。

大
工
よ
、
こ
こ
に
比
丘
あ
っ
て
、
未
だ
生
じ
な
い
悪
・
不
善

の
法
を
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
（
自
信
目
母
四
）
、
欲

（
。
ｇ
且
騨
）
を
生
じ
、
努
力
し
（
ご
母
四
目
：
）
、
精
進
に
励
み

（
ぐ
日
息
日
胃
Ｐ
ｇ
目
）
、
心
を
策
励
し
（
ｇ
洋
妙
冒
忌
網
目
冨
巳
、

精
励
す
る
（
冨
烏
冒
巳
。
既
に
生
じ
た
悪
・
不
善
法
を
断
ず

る
た
め
に
（
圃
圃
鼠
制
）
、
欲
（
。
ｇ
目
騨
）
を
生
じ
、
努
力
し

（
ぐ
ご
四
目
島
）
、
精
進
に
励
み
言
身
騨
日
野
四
目
：
）
、
心
を

策
励
し
（
ｇ
斧
四
目
冨
開
眉
目
ｓ
、
精
励
す
る
（
ｇ
８
ｇ
ｇ
。

未
だ
生
じ
な
い
善
法
を
生
じ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
欲

（
。
ｇ
且
騨
）
を
生
じ
、
努
力
し
（
く
劉
肖
〕
島
）
、
精
進
に
励
み

（
ぐ
冒
冒
昌
胃
号
冒
陣
）
、
心
を
策
励
し
（
・
芹
冨
日
忌
閑
自
目
ｇ
、

精
励
す
る
（
ｇ
§
冒
巳
。
既
に
生
じ
た
善
法
を
存
続
さ
せ
る

た
め
（
菩
旨
鼠
）
、
忘
失
さ
せ
な
い
た
め
（
四
の
四
目
曽
○
の
母
。
）
、

増
大
さ
せ
る
た
め
言
冒
ご
ｏ
ｇ
胃
身
煙
）
、
増
広
さ
せ
る
た
め

（
ぐ
の
弓
昌
身
煙
）
、
修
習
す
る
た
め
（
ｇ
曽
騨
３
着
）
、
円
満
す

る
た
め
（
冨
吋
巷
目
乱
）
、
欲
（
・
冨
目
秒
）
を
生
じ
、
努
力
し

（
乱
忌
日
島
）
、
精
進
に
励
み
（
ぐ
日
箇
日
脚
：
富
は
）
、
心
を

策
励
し
（
・
芹
薗
冒
冨
麗
眉
目
陣
）
、
精
励
す
る
（
冨
烏
冒
蝕
）
。
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（
旨
．
ロ
．
己
器
・
）

こ
の
よ
う
に
説
い
た
後
、
さ
ら
に
無
学
の
八
正
道
を
成
就
し
、

無
学
の
正
智
・
正
解
脱
を
成
就
す
れ
ば
、
「
善
を
具
足
し
、
善
に

勝
れ
、
最
上
の
利
得
を
獲
得
し
（
具
菌
日
曾
沙
甚
冒
＃
妙
）
、
征
服
さ

れ
ざ
る
（
葛
。
冒
画
）
沙
門
で
あ
る
」
（
胃
．
目
．
や
暗
巨
‐
岳
・
）
と
讃

え
る
。
ま
さ
に
こ
れ
こ
そ
仏
陀
最
後
の
言
葉
の
実
践
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
経
典
と
は
時
代
は
異
な
る
が
、
大
乗
の
諭
書

『
集
論
』
に
お
い
て
、
修
道
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
で
、
三
十

七
道
品
を
含
む
諸
道
を
説
き
は
じ
め
る
前
に
、
「
修
習
（
ｇ
身
煙
目
）
」

と
い
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

道
の
修
習
（
日
野
癌
‐
ｇ
曽
抄
目
）
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。

得
修
（
冒
鼻
冒
日
冒
騨
‐
ｇ
身
騨
目
）
・
習
修
（
口
耐
の
ぐ
ぃ
風
‐
・
）
・
除

去
修
（
昌
昌
目
ぐ
四
口
“
‐
・
）
・
対
治
修
（
冒
鼻
ざ
鳥
箇
‐
・
）
で
あ
る
㈲

得
修
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
未
だ
生
じ
な
い
善
法
を
得
す

る
た
め
の
修
習
で
あ
る
。
習
修
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
既

に
生
じ
た
善
法
を
存
続
さ
せ
ん
が
た
め
（
、
自
国
浦
）
、
忘
失

し
な
い
た
め
（
煙
の
四
日
目
ｏ
掛
制
）
、
増
大
さ
せ
る
た
め
（
ｇ
ｇ
ｏ
‐

ｇ
留
母
Ｐ
）
、
増
広
さ
せ
る
た
め
（
員
昌
冒
ぐ
ざ
昌
胃
葛
昌
）
の

四

修
習
で
あ
る
。
除
去
修
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
既
に
生
じ

た
悪
不
善
法
を
断
ず
る
た
め
の
修
習
で
あ
る
。
対
治
修
と
は

如
何
な
る
も
の
か
。
未
だ
生
じ
な
い
悪
不
善
法
を
生
じ
さ
せ

⑫

な
い
た
め
の
修
習
で
あ
る
。

こ
の
所
述
は
先
に
引
用
し
た
「
中
部
』
七
八
経
の
所
説
と
一
部

で
は
あ
る
が
、
そ
の
用
語
ま
で
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
解
釈
は
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
り
、
『
集
論
』
で
は
こ
の

後
、
唯
識
学
派
独
自
の
別
の
解
釈
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
、

『
集
論
釈
』
で
、
「
四
種
の
道
の
修
習
が
そ
れ
ぞ
れ
し
か
る
べ
く

⑬

〔
四
〕
正
断
（
胃
四
目
目
）
に
関
連
し
て
〔
説
か
れ
る
〕
」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
道
の
修
習
の
基
本
は
四
正
断
す
な

わ
ち
四
正
勤
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
十
七
道
品
に
お
け
る
こ
の
四
正
勤
な
る
用
語
は
、
南
伝
仏
教

に
お
い
て
は
勤
（
冨
号
習
四
）
と
い
う
・
ハ
ー
リ
語
で
伝
え
ら
れ
て

い
く
が
、
北
伝
ア
ピ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
は
、
四
正
断
と
い
う
断

（
冒
四
菌
目
）
な
る
用
語
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
諸
先
学
の
指

⑭

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
・
・
ハ
ー
リ
語
《
《
冨
号
目
四
》
》
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
で
は
《
《
胃
昌
彦
目
色
・
》
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
《
《
員
ｑ
四
》
』

と
ほ
ぼ
同
義
語
と
見
て
よ
い
。
従
っ
て
、
南
伝
に
お
い
て
《
〈
冨
目
‐

自
画
》
〉
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
仏
陀
最
後
の
言
葉
に
お
け
る
「
怠
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る
こ
と
な
く
励
み
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
の
展
開
で
あ
り
、
そ
れ

は
ま
さ
に
勤
（
ぐ
旨
冨
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
倶
舎
論
』

で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

何
故
に
動
（
ａ
曼
曾
）
が
正
断
（
い
い
日
冨
与
国
目
目
）
で
あ
る

と
説
か
れ
た
の
か
。
〔
正
し
く
断
修
を
修
習
す
る
位
態
に
お

い
て
、
こ
の
勤
の
力
の
癬
怠
を
よ
く
断
ず
る
か
ら
〕
、
そ
れ

に
よ
っ
て
正
し
く
身
・
語
・
意
が
発
起
さ
れ
る
守
３
９
ｑ
‐

⑮

四
目
の
）
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
倶
舎
論
』
で
は
正
断
は
勤
の
積
極
的
な
作
用
・
働

き
の
こ
と
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
様
な
説
明
は
『
集

論
』
に
も
見
ら
れ
る
。

〔
四
正
断
の
〕
修
習
と
は
経
典
に
説
か
れ
た
如
く
で
あ
る
。

「
欲
を
生
じ
、
策
励
し
、
精
進
（
ぐ
月
冨
）
に
励
み
、
心
を
策

⑯

励
し
（
・
芹
菌
Ｂ
冒
騨
唱
冒
目
）
、
精
励
す
る
（
冒
且
且
目
佳
）
・
」

こ
の
様
に
し
て
、
「
怠
る
こ
と
な
く
励
み
な
さ
い
」
と
い
う
仏

陀
最
後
の
言
葉
が
四
正
勤
と
し
て
展
開
し
、
そ
れ
が
同
じ
く
仏
陀

の
浬
藥
と
老
に
関
連
の
あ
る
四
念
処
・
四
神
足
と
と
も
に
三
十
七

道
品
の
当
初
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
稿

に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
四
正
勤
の
本
質
で
あ
る
〃
勤
〃
、

四
念
処
の
本
質
で
あ
る
〃
念
〃
、
そ
し
て
四
神
足
の
本
質
で
あ
る

〃
定
″
を
含
み
、
し
か
も
仏
陀
の
浬
渠
と
老
に
大
き
く
関
わ
り
、

さ
ら
に
出
家
道
の
基
本
で
あ
る
五
根
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
思
わ

れ
る
。
五
力
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

三
十
七
道
品
に
お
け
る
以
上
の
項
目
は
い
ず
れ
も
修
行
者
の
内

的
資
質
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
修
道
と
は
こ
の
内
的
資
質
と

と
も
に
外
的
な
実
践
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
点

か
ら
、
次
の
よ
う
な
置
き
§
ミ
ミ
ミ
冒
亀
の
員
言
ミ
ｓ
の
記
述
は

原
始
仏
教
に
お
け
る
三
十
七
道
品
形
成
の
原
型
に
な
る
も
の
と
し

て
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

尊
師
よ
、
過
去
世
に
阿
羅
漢
・
正
等
覚
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
が
、
そ
れ
ら
す
・
へ
て
の
世
尊
達
が
五
蓋
を
捨
て
、
心
に
弱

さ
を
も
た
ら
す
諸
煩
悩
を
知
り
、
四
念
処
を
心
に
確
立
し

（
ぃ
眉
鼻
黛
巨
菌
‐
・
岸
３
）
、
七
覚
支
を
如
実
に
修
行
し
ｅ
５
‐

ぐ
の
尊
巴
無
常
な
る
正
覚
を
覚
証
さ
れ
た
。
（
。
．
目
．
や
弱
）

四
念
処
は
心
に
確
立
す
書
へ
き
も
の
で
あ
り
、
七
覚
支
は
如
実
に

修
行
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
四
正
勤
・
四
神
足
も
同
様
で
あ
り
、

こ
れ
ら
が
基
本
的
出
家
道
と
し
て
の
五
根
・
五
力
の
前
に
配
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
如
実
に
修
行
す
べ
き
も
の
と
し
て
、

七
覚
支
と
八
正
道
が
五
根
・
五
力
の
後
に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

七
覚
支
が
八
正
道
の
前
に
配
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
後
の
ア
ビ
ダ

ル
マ
で
は
修
道
・
見
道
に
配
す
る
な
ど
諸
論
議
が
み
ら
れ
る
が
、

原
始
仏
教
に
お
い
て
七
覚
支
の
後
に
八
正
道
の
説
か
れ
る
の
は
、

OQ
全』



四
諦
と
い
う
仏
教
の
実
践
道
の
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
原
始
仏
教
に
お
け
る
実
践
道
は
、
当
初
は
そ
の
次
第
も

様
々
で
あ
り
、
ま
た
、
四
禅
等
の
三
十
七
道
品
以
外
の
項
目
も
含

ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
後
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
至
っ
て
、
次
第

に
三
十
七
道
品
の
次
第
が
定
着
し
、
さ
ら
に
そ
の
次
第
を
修
道
の

階
梯
と
し
て
、
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

後
期
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
論
書
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
を
五
根
に
還
元
し

よ
う
と
す
る
動
き
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
前
稿
指
抽
の
通
り
で
あ
る
。

南
伝
上
座
部
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
『
ア
シ

タ
サ
リ
ー
ニ
ー
』
な
ど
で
は
、
五
根
の
説
明
に
お
け
る
〃
念
″
の

解
釈
に
、
『
ミ
リ
ン
ダ
・
ハ
ン
ハ
ー
』
の
一
節
を
引
い
て
、
三
十
七

道
品
を
あ
げ
て
い
る
（
鈩
巴
．
亨
屋
Ｐ
国
○
ｍ
版
）
。

こ
と
に
、
『
ア
ビ
ダ
ル
マ
デ
ィ
１
。
Ｅ
で
は
、
仏
道
修
行
に
お

け
る
〃
勤
″
の
意
味
付
け
、
及
び
〃
根
″
の
積
極
的
意
味
付
け
に

つ
い
て
、
「
倶
舎
論
』
や
『
順
正
理
論
」
に
は
な
い
詳
し
い
説
明

を
し
て
お
り
、
さ
ら
に
三
十
七
道
品
の
自
性
を
十
一
法
で
あ
る
と

し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿
を
期
し
た
い
と
思
う
。

な
お
、
初
期
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
け
る
三
十
七
道
品
の
展
開
に
っ

⑰

い
て
は
田
中
教
照
氏
の
一
連
の
論
孜
が
あ
り
、
ま
た
唯
識
思
想
に

⑱

お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
篠
田
正
成
氏
の
論
孜
が
あ
る
の
で
、

別
稿
に
お
い
て
そ
れ
ら
先
学
の
業
績
を
参
照
し
つ
つ
、
ア
ビ
ダ
ル

マ
か
ら
大
乗
ア
ピ
ダ
ル
マ
思
想
へ
の
三
十
七
道
品
の
展
開
を
吟
味

す
る
所
存
で
あ
る
。

三
十
七
道
品
は
、
依
然
と
し
て
、
比
較
的
新
し
い
漢
訳
経
典

『
増
一
阿
含
経
』
の
序
品
で
も
、
‐
仏
道
の
中
心
に
位
置
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
尊
者
阿
難
が
無
数
の
対
告
衆
を
前
に
し
て
次
の
よ
う

に
説
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

時
に
尊
者
阿
難
、
優
多
羅
に
告
げ
て
曰
く
、
「
我
今
此
の
増

一
阿
含
を
以
て
汝
に
嘱
累
せ
ん
に
、
善
く
弧
話
し
て
読
み
、

漏
減
せ
し
む
る
こ
と
莫
れ
。
所
以
は
何
ぞ
や
。
そ
れ
此
の
尊

経
に
軽
慢
有
る
も
の
は
便
ち
堕
落
し
て
、
凡
夫
の
行
と
為
す
。

何
を
以
て
の
故
に
、
此
優
多
羅
、
増
一
阿
含
は
三
十
七
道
品

の
教
を
出
し
、
及
び
諸
法
は
皆
此
れ
に
由
っ
て
生
ず
」
と
。

時
に
大
迦
葉
、
阿
難
に
間
う
て
言
く
、
「
云
何
が
阿
難
、
増

一
阿
含
は
乃
ち
能
く
三
十
七
道
品
の
教
を
出
生
し
、
及
び
諸

法
は
皆
此
れ
に
由
っ
て
生
ず
る
や
」
と
。
阿
難
報
え
て
言
く
、

「
（
中
略
）
且
く
置
け
、
増
一
阿
含
は
一
偶
の
中
に
便
ち
三

十
七
品
及
び
諸
法
を
出
生
す
る
な
り
」
と
。
迦
葉
間
う
て
言

く
、
「
何
等
の
偶
中
に
三
十
七
道
品
及
び
諸
法
を
出
生
す
る

や
」
と
。
時
に
尊
者
阿
難
、
便
ち
此
の
偶
を
説
く
。

諸
悪
莫
作
諸
善
奉
行
自
浄
其
意
是
諸
仏
教

（
大
正
二
・
五
五
○
ｃ
’
五
五
一
ａ
）
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こ
の
偶
は
、
別
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
よ
う
に
、
北
伝
仏
教
に

お
い
て
は
七
仏
通
誠
偶
と
し
て
知
ら
れ
、
過
去
七
仏
が
共
通
し
て

説
か
れ
た
仏
教
の
根
幹
を
な
す
重
要
な
教
え
と
し
て
多
く
の
経
論

⑲

に
引
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
仏
教
の
思
想
史
に
お
い
て
三
十
七
道
品

の
体
系
が
形
成
さ
れ
た
当
初
は
き
わ
め
て
基
本
的
な
実
践
道
で
あ

り
、
そ
れ
は
仏
陀
だ
け
で
な
く
、
過
去
七
仏
が
共
通
し
て
説
い
た

と
さ
れ
る
教
え
（
七
仏
通
誠
掲
）
に
す
ら
含
ま
れ
る
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

註

①
国
．
国
目
鼻
急
Ｐ
匡
睡
目
目
骨
』
ご
層
冒
負
言
菅
霊
ミ
ミ
昌
冒
‐
翰
曽
莨
』

炭
昌
○
さ
印
閃
冒
の
①
昌
国
○
○
丙
（
Ｈ
①
胃
・
）
〕
ら
忠
．
勺
隠
鰐

②
こ
の
後
の
・
ハ
ー
リ
文
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
洲
」
の

原
語
は
昌
冒
で
あ
る
。
そ
の
後
の
学
界
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

「
洲
」
の
訳
語
の
方
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
『
国
訳

一
切
経
」
で
は
、
「
自
ら
を
燈
明
と
な
す
」
の
方
が
適
当
で
あ
る
と

し
て
い
る
（
国
訳
一
切
経
阿
含
部
二
・
一
八
九
頁
脚
注
）
。
こ
の
訳
語

で
適
当
で
あ
る
と
訂
正
す
尋
へ
き
で
あ
ろ
う
。

③
弓
笥
、
版
で
は
、
苗
の
目
倒
武
冒
ロ
四
目
四
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ

の
よ
う
に
訂
正
す
、
へ
き
で
あ
る
。

④
村
上
真
完
「
古
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
と
原
始

仏
教
ｌ
光
の
表
象
と
自
洲
自
帰
依
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
文
化
三
六

’
一
・
二
、
一
六
五
頁
参
照
、
具
．
弓
．
、
呂
目
昏
四
扁
呂
》
二
目
①

ぐ
尉
禺
属
Ｏ
ｐ
ｇ
貝
国
威
○
口
①
ロ
ロ
①
Ｈ
シ
具
皀
①
烏
、
ｐ
白
戸
①
岸
覗
い
日
鴨
の
‐

ｏ
匡
○
底
匡
旨
丘
①
ロ
ロ
ロ
ォ
急
旨
匡
自
侭
①
目
①
Ｈ
の
豆
邑
冨
巴
］
①
唇
も
Ｈ
四
笛
ｍ
Ｑ
⑦
ｍ

国
匡
・
ロ
彦
尉
目
処
』
】
閤
臼
蔚
○
声
昌
岸
昏
制
昌
巌
鰹
○
吊
言
厨
附
Ｒ
ｏ
ｐ
色
津
ロ
ロ
邑

罰
巴
誼
５
用
急
勝
の
①
ロ
の
○
ぼ
ゅ
津
〕
国
①
津
躁
己
や
陰
干
思
画

⑤
拙
稿
「
滅
諦
・
浬
薬
の
異
名
」
大
谷
大
学
研
究
年
報
第
三
七
集
．

一
五
一
、
一
七
二
１
一
七
三
頁
参
照
。

⑥
長
崎
法
潤
「
パ
ー
リ
仏
教
研
究
と
ジ
ャ
イ
ナ
教
研
究
」
水
野
弘
元

博
士
米
寿
記
念
論
集
『
パ
ー
リ
文
化
学
の
世
界
』
（
春
秋
社
．
一
九

九
○
）
三
三
八
’
三
四
二
頁
参
照
。

⑦
註
釈
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
命
‐
鱒
．
目
や
匿
巴
・

惨
め
な
言
目
鼻
①
）
老
よ
、
お
ま
え
に
は
（
菌
日
）
、
す
な
わ
ち
汝

に
と
っ
て
（
曾
苫
。
）
、
悲
惨
で
あ
る
ぞ
、
悲
惨
な
状
態
が
お
ま
え
に

触
れ
る
ぞ
。

③
体
と
は
、
自
己
存
在
（
騨
罵
呂
圃
く
四
）
の
こ
と
で
あ
る
命
‐
。
、
日
．

℃
・
画
に
鞆
）
Ｏ

⑨
旨
拭
く
‐
且
言
９
弾
３
台
冒
目
。
ｐ
ぐ
ゅ
白
胃
目
昌
箇
口
砂
く
四
目
胃
§
‐

国
ご
い
す
働
廿
（
シ
周
．
や
路
心

こ
の
部
分
を
『
倶
舎
論
疏
』
で
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

劣
っ
て
い
る
の
は
〔
五
〕
根
で
あ
り
、
優
れ
て
い
る
の
は
〔
五
〕

力
で
あ
る
。
ど
う
し
て
か
。
こ
れ
ら
劣
。
優
の
区
別
と
い
う
理
由
が

説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
「
〔
五
根
は
〕
屈
伏
さ
れ
る
、
へ
き
で
あ
り
、
〔
五

力
は
〕
屈
伏
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
か
ら
」
と
は
、
そ
の
反
対
の
状
態

と
し
て
の
不
信
・
椰
怠
・
失
念
・
散
乱
・
不
正
知
が
介
在
す
る
か
ら

〔
五
〕
根
は
屈
伏
さ
れ
る
が
、
〔
五
〕
力
は
そ
の
よ
う
に
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
含
属
く
．
や
巴
嗜
‐
“
。
）

⑩
伝
日
日
耳
①
耳
侭
嵐
巨
（
ぐ
駐
脇
息
）
前
一
目
群
白
昼
色
目
冒
冒
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そ
の
次
第
の
如
く
、
不
信
等
の
反
対
の
も
の
を
損
減
し
て
い
く
か
ら

増
上
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
、
こ
れ
ら
の
所
縁
．
自
体
等
と
相
似
し
て

い
る
け
れ
ど
も
屈
伏
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
の
区
別
に
よ
っ
て
〔
五

根
と
は
〕
異
な
っ
た
〔
五
力
と
い
う
〕
菩
提
分
が
あ
る
。
（
嚴
團
．

や
麗
届
ｌ
ら
．
＆
．
シ
、
ぐ
。
ロ
．
旦
胃
．
）

⑪
拙
稿
「
仏
陀
最
晩
年
の
福
祉
思
想
」
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
年

報
第
二
○
号
、
八
六
’
八
八
頁
参
照
。

＠
日
紺
国
台
目
ぐ
四
目
百
日
目
四
．
目
鼻
旨
ｇ
ｇ
色
‐
ｇ
習
色
ｐ
い
》
ロ
胃
‐

Ｑ
声
脚
く
い
ロ
④
ｌ
ず
ぽ
罰
ぐ
ゅ
昌
四
》
も
円
い
陣
も
Ｐ
院
い
い
Ｉ
ご
嵩
働
く
四
］
〕
ゆ
○
四
．
己
Ｈ
四
丘
目
四
Ｈ
己
１

ず
ぽ
Ｐ
Ｉ
ず
ぽ
働
く
色
昌
倒
庶
四
蒔
秒
民
己
酔
い
ロ
ロ
詐
己
四
口
目
四
国
ｐ
Ｈ
昌
丙
巨
小
④
胃
凶
ロ
四
国
】
Ｑ
屋
ｐ
Ｈ
ｌ

Ｈ
ご
凹
口
四
Ｈ
ロ
ロ
や
凶
Ｑ
働
く
四
ぐ
閏
ご
彦
幽
く
い
ロ
四
・
ご
岳
①
ぐ
ゆ
ｐ
い
‐
ず
丘
倒
ぐ
ゆ
国
四

斤
四
斤
ｐ
Ｈ
ｐ
Ｐ
ｐ
詐
己
色
目
ロ
四
口
四
間
口
涛
匡
い
ぃ
昌
脚
口
脚
昌
昌
・
ぽ
ゅ
国
ご
騨
口
①
Ｈ
ｐ
ｍ
命
ロ
津
ゆ
く
①

卜

Ｌ

、
の
四
門
目
Ｈ
ｐ
Ｏ
ｍ
四
目
②
ヴ
ロ
ロ
罰
○
ず
ぽ
い
ぐ
い
蝿
色
ぐ
Ｈ
Ｑ
Ｑ
げ
き
ゼ
ロ
厨
詐
い
『
④
拝
罰
色

ご
彦
倒
ぐ
四
口
い
、
己
胃
ｑ
言
い
く
い
ｐ
ｐ
ｌ
ぴ
ぽ
画
く
四
口
幽
丙
Ｐ
庁
Ｐ
胃
ご
色
）
匡
詐
も
ｐ
ｐ
旨
い
ご
ｐ
Ｒ
ｐ

も
動
も
Ｐ
丙
劉
口
劉
門
口
四
戸
口
の
四
胃
脚
口
醐
Ｈ
ロ
Ｑ
ぱ
い
Ｈ
Ｈ
ｐ
口
恒
四
口
戸
も
Ｈ
ゆ
ぽ
画
伺
い
罰
色
割
凹

ず
ぼ
山
く
い
ロ
⑳
．
冠
Ｈ
Ｐ
武
宅
四
斤
切
四
‐
ず
屋
倒
ぐ
ゆ
口
脚
丙
い
汁
凹
口
〕
秒
》
ゆ
ロ
ロ
汁
む
ゆ
ロ
ロ
凹
口
色
門
口

や
凶
も
秒
丙
働
己
勤
拭
口
四
』
ハ
ロ
砂
四
』
倒
旨
劉
閂
ロ
ロ
蓉
餌
Ｈ
Ｈ
ｐ
四
国
四
民
目
色
口
冒
ナ
ロ
脚
９
脚
ぐ
ゆ
ぐ
ゅ

ト

Ｌ
く

ず
］
］
動
く
四
口
凶
（
シ
⑳
車
．
や
綴
韻
ｌ
署
》
ｎ
局
．
Ｐ
の
Ｇ
言
．
房
一
色
）

斤
隔
』
隅
（
四
目
ｐ
く
ぃ
Ｂ
ａ
胃
四
国
⑳
）
も
ぽ
ご
胃
鴛
○
ご
ｍ
Ｈ
ｐ
四
画
扇
、
○
｜
’
（
沙
の
鼓
．
旨
⑤
砥
》

且
．
弓
．
四
岸
つ
め
画
①
）

※
こ
こ
は
梵
文
散
逸
部
分
で
あ
り
、
（
）
内
の
梵
文
は
下
記

法
の
団
戸
に
よ
っ
て
回
収
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
じ
。

こ
れ
に
つ
い
て
『
集
論
釈
』
で
は
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

〔
五
力
〕
の
中
の
所
縁
等
に
つ
い
て
は
〔
五
根
〕
と
同
じ
で
あ
る

し
か
し
、
果
に
は
区
別
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は

℃
毎
割
○
ｍ
ｍ
〕
］
①
の
。
四
吋

し

〕
］
①
の
も
凹
吋
ず
曾
恥
色
一
Ｕ
の
も
凹
め
（
ぐ
些
勺
秒
呂
届
色
‐
ご
弓
］
の
犀
ロ
畠
〕
）
己
】
』
Ｈ
ｇ
の
鄙
６

③
津
の
国
ご
勺
題
画
』
＆
．
缶
の
ぐ
。
彦
．
認
蟹
．
『
集
論
釈
』
で
は
、
こ
の
２

得
す
る
た
め
の
修
習
が
得
修
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
だ
獲
得

し
て
い
な
い
善
法
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。
慣
習
（
鳥
の
暑
騨
目
）

す
な
わ
ち
修
習
が
習
修
で
あ
る
。
獲
得
さ
れ
た
善
法
に
繰
り
返
し
親

し
む
（
：
ご
騨
協
口
騨
）
か
ら
で
あ
る
。
除
去
す
る
た
め
の
修
習
が
除
去

修
で
あ
る
。
現
に
起
こ
っ
て
い
る
位
態
に
あ
る
不
善
法
を
追
放
す
る

か
ら
で
あ
る
。
対
治
の
修
習
が
対
治
修
で
あ
る
。
未
来
の
不
善
法
の

＊

不
生
起
の
こ
と
わ
り
（
忌
日
目
“
国
）
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。
（
閉
里
．

己
．
⑭
少
）

＊
対
治
未
来
諸
不
善
法
令
成
不
生
法
故
。
（
駁
く
。
彦
．
冨
留
）

※
傍
線
は
『
集
論
』
か
ら
の
引
用
。

⑭
柏
原
信
行
「
四
正
勤
・
四
正
断
‐
｜
宗
教
研
究
二
六
七
・
一
七
九
’

一
八
○
頁
、
村
上
真
完
「
諸
行
考
（
１
）
」
仏
教
研
究
一
六
号
．
七
五

頁
参
照
。

⑮
缶
嵐
．
ｐ
駕
篭
》
〔
〕
内
は
炉
園
。
彦
．
］
総
ｏ
に
よ
り
補
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
梵
本
・
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
と
も
に
欠
け
て
い

る
・
正
断
の
原
語
は
医
悶
．
で
は
恩
目
冒
唇
３
号
目
色
と
な
っ
て
い

る
が
、
平
川
ほ
か
『
倶
舎
論
索
引
第
一
部
』
四
三
五
頁
８
Ｈ
烏
①
目
色

に
よ
り
修
正
。

⑯
房
噌
日
冨
唱
。
号
①
ロ
四
両
目
９
口
口
冨
肝
辱
＆
号

］
５
可
Ｉ
。
』
９
．
少
、
。
官
話
肯
・
）

こ
の
部
分
の
出
典
と
し
て
、
先
に
本
文
中
に
引
用
し
た
旨
．
詞
に

お
け
る
経
文
も
し
く
は
印
急
配
の
次
の
部
分
が
該
当
す
る
と
思
わ

こ
の
餌
Ｃ
胃
巨
も
騨
函
四
．
叩
ロ
①
ロ
四
二
ｍ
四
国

（
ｃ
彦
日
巳
四
目
宕
己
ご
国
威
）
一
一
信
ず
四
八
一
〔
ざ
岸

Ｈ
の
ご
庁
巨
ロ
ロ
巴
邑
一
己
一
一
Ｈ
ゆ
ず
岸
昌
伝
一
○
ｍ
耐

］
届
里
’
四
』
日
．
少
の
。
ゴ
．
罵
青
．
）

後
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

ぴ
旦
鰄
○
国
竺
肪
○
口
Ｈ
ｐ
Ｏ

唄
）
の
彦
①
の
ご
国
Ｐ
の
計
①

｜
の
①
笥
己
、

（
陸
印
毎
．
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⑰

田

中

教

照

「
有
部
の
四
念
住
に
つ
い
て
」

印
仏
研
三
一
ー
ニ
、
 

「
『
法
蘊
足
論
』

に
お
け
る
修
行
道
論
」
仏
教
学
二
三
号
、
「
使
品
よ 

り

見

た

『
阿
毘
曇
心
論
』
の
位
置
」
印
仏
研
三
六
——

ー
、
「
部
派
仏
教 

に
お
け
る
智
の
展
開
——

パ
ー
リ
仏
教
の
修
行
道
と
の
関
連
——

」 

高
崎
直
道
博
士
還
暦
記
念
論
集
『
イ
ン
ド
学
仏
教
学
論
集
』
ほ
か
。

⑱
 

篠

田

正

成

「
『
阿
毘
達
磨
集
論
』

に
お
け
る
修
行
道!
!

初
期
唯 

識
派
論
書
に
お
け
る
修
行
道
の
発
展!
—

」
筑
紫
女
子
学
園
短
期
大 

学
紀
要
ニ
ニ
号
、

「
雑

集

論

・
中
辺
分
別
論•

荘
厳
経
論
に
お
け
る 

三
十
七
菩
提
分
法
に
つ
い
て
」
同
二
三
号
。

⑲
 

吉
元
信
行
ほ
か
共
稿
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
過
去
仏
・
未
来
仏
思 

想
の
形
成
」

真
宗
総
合
研
究
所
研
究
紀
要
第
七
号•

六
〜
七
頁
参 

照
。

(

本
稿
は
平
成
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
〈
一
般
研
究E

〉
に
よ
る
研
究 

成
果
の
一
部
で
あ
る
。)
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