
一
体
『
摂
大
乗
論
』
の
第
二
章
第
二
四
節
は
、
ど
の
よ
う
な
意

図
の
も
と
で
叙
述
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
点
を
視

野
に
お
き
な
が
ら
↑
第
二
四
節
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
考
察
し
た
い
◇

『
摂
大
乗
論
』
と
い
う
大
乗
仏
典
は
、
こ
の
仏
典
が
著
作
さ
れ

た
そ
の
時
代
に
お
け
る
、
著
者
で
あ
る
ア
サ
ン
ガ
（
無
著
）
の
上

に
受
け
と
め
ら
れ
た
全
仏
教
の
帰
結
が
纒
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
先
輩
に
よ
っ
て
、
「
大
乗
仏
教
を
該
摂
す
る
の
論
」

と
か
、
「
全
仏
教
の
大
乗
の
立
場
か
ら
の
概
論
で
あ
る
」
な
ど
と

理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
『
摂
大
乗
論
』
は
恐
ら
く
そ

の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
成
立
し
た
仏
典
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味

か
ら
も
、
大
乗
仏
教
、
あ
る
い
は
、
仏
教
思
想
を
理
解
し
よ
う
と

す
る
場
合
、
必
ず
考
慮
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
基
本
諭
書
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

因
み
に
、
近
代
仏
教
学
の
上
か
ら
も
、
こ
の
仏
典
に
対
し
て
、

十1
研
究
ノ
ー
ト『

摂
大
乗
論
』
の
一
節
（
第
二
章
第
二
四
節
）
に
つ

佐
々
木
月
樵
、
宇
井
伯
寿
、
Ｅ
・
ラ
モ
ッ
ト
、
長
尾
雅
人
、
上
田

義
文
の
諸
先
学
を
始
め
、
多
く
の
先
進
の
方
々
に
よ
っ
て
研
究
が

進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
特
に
近
年
刊
行
さ
れ
た
長
尾
雅
人
著

『
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
釈
上
・
下
』
（
イ
ン
ド
古
典
叢
書
、
講

談
社
）
は
、
こ
の
仏
典
に
、
よ
り
身
近
か
に
親
し
む
機
縁
を
も
た
ら

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
摂
大
乗
論
』
は
そ
の
内
容
が
き
わ
め
て
豊
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

広
い
視
野
の
も
と
に
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
簡
潔
な
文
体

で
も
あ
っ
て
、
理
解
し
易
い
個
所
も
あ
れ
ば
、
一
向
に
は
っ
き
り

し
て
こ
な
い
個
所
も
随
処
に
で
く
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

長
い
歴
史
を
通
じ
て
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ
、
取
り
組

ま
れ
て
き
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
仏
典
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
の
仏
教
世
界
に
お
い
て
は
、
仏

教
の
深
ま
り
を
解
明
し
た
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
（
世
親
）
や
、
ア
ス

片
野

(ｨ、

て

道

雄

ｲ⑫
士』



ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
（
無
性
）
な
ど
に
よ
っ
て
注
釈
書
が
著
わ
さ
れ

て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
を
欠
く
と
は
言
え
、
関
連
す
る

漢
訳
、
チ
．
、
ヘ
ッ
ト
訳
の
諸
資
料
が
数
多
く
伝
承
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
本
論
の
内
容
が
容
易
に
理
解
で

き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
必
ず
し
も
そ
の
よ

う
に
は
運
ば
な
い
個
所
も
あ
る
。
こ
こ
に
提
起
す
る
一
節
も
そ
の

一
つ
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

さ
て
、
「
摂
大
乗
論
』
の
二
’
二
四
（
Ｅ
・
ラ
モ
ッ
ト
先
生
「
研

究
』
の
分
節
に
よ
る
）
は
、
玄
英
の
漢
訳
に
よ
る
と
次
の
ご
と
く

で
あ
る
。

復
次
云
何
、
得
し
知
如
二
依
他
起
自
性
、
遍
計
所
執
自
性
顕
現
「
而
非
レ

称
し
体
。
由
二
名
前
覚
無
「
称
体
相
違
故
。
由
言
一
名
有
二
衆
多
「
多
体
相

違
故
。
由
二
名
不
決
定
「
雑
体
相
違
故
。
此
中
有
二
二
頌
記

由
二
名
前
覚
無
、
多
名
不
決
定
一

成
一
一
称
体
多
体
、
雑
体
相
違
一
故

法
無
而
可
得
、
無
染
而
有
し
染

応
し
知
下
如
一
幻
等
「
亦
復
似
中
虚
空
上

（
佐
々
木
月
樵
『
漢
訳
四
本
対
照
摂
大
乗
論
』
四
○
頁
）

わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
経
験
世
界
は
、
言
語
、
思
想
と
い
う
あ

り
方
で
集
約
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
仏
教
の
識
説
に
お
い
て
は
、

そ
れ
ら
は
認
識
あ
る
い
は
識
知
す
る
識
の
は
た
ら
き
、
心
の
動
き

を
基
盤
と
し
て
あ
り
得
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
心
の
動
き
（
識
）

は
、
意
識
的
な
動
き
と
無
意
識
な
心
の
動
き
と
が
縁
起
な
る
事
態

と
し
て
相
互
に
関
係
性
を
も
っ
て
動
く
あ
り
方
の
上
で
と
ら
え
ら

れ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
縁
起
な
る
心
の
動
き
に
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
認
識
、
識
知
す
る
世
界
に
お
い
て
は
、
そ
の
心
の
動

き
を
根
底
と
し
つ
つ
、
認
識
さ
れ
た
対
象
、
あ
る
い
は
、
も
の

が
、
実
在
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
、
捉
え
て
い
る
。
そ
の
実
態

が
「
妄
想
分
別
さ
れ
た
世
界
」
（
「
遍
計
所
執
」
）
と
し
て
受
け
と
め

ら
れ
る
。
い
つ
の
間
に
か
そ
の
「
妄
想
分
別
さ
れ
た
世
界
」
に
お

ち
い
っ
て
い
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
す
が
た
で
あ
る
が
、
こ

の
現
実
を
見
す
え
て
、
実
在
化
し
、
妄
想
、
構
想
分
別
さ
れ
た
も

の
は
、
如
実
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
実
在
性
が
な
い
、
と
い
う

仏
教
の
目
指
す
実
践
、
即
ち
琉
伽
行
が
な
さ
れ
よ
う
と
す
る
。
そ

の
妄
想
分
別
さ
れ
た
世
界
は
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
実
在
性
が
な
い
と

し
て
否
定
さ
れ
る
一
方
、
妄
想
分
別
さ
れ
た
世
界
の
「
よ
り
ど
こ

ろ
」
と
し
て
の
、
縁
起
な
る
事
態
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
心
の

動
き
が
、
所
謂
「
他
に
依
る
世
界
」
即
ち
「
依
他
起
」
と
い
う

よ
う
に
表
明
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
「
妄
想
分
別
さ
れ
た
世
界
」
は

あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
実
在
し
な
い
と
見
極
め
ら
れ
て
い
く
世
界
が
、

琉
伽
行
の
目
指
す
世
界
「
完
成
さ
れ
た
世
界
」
（
「
円
成
実
」
）
と

し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
依
他
起
か
ら
遍
計
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所
執
へ
、
遍
計
所
執
か
ら
依
他
起
へ
、
あ
る
い
は
、
遍
計
所
執
を

転
じ
て
円
成
実
へ
、
と
い
う
究
明
な
ど
、
こ
れ
ら
遍
計
所
執
、
依

他
起
、
円
成
実
の
三
つ
の
世
界
の
解
明
は
、
琉
伽
行
唯
識
仏
教
の

成
立
に
お
い
て
三
性
説
と
呼
ば
れ
、
学
の
対
象
と
し
て
提
起
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

転
迷
開
悟
と
し
て
の
転
識
得
智
も
、
そ
の
三
性
説
と
い
う
仏
教

の
思
想
体
系
に
よ
っ
て
開
顕
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
（
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
、
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗
論
和
訳
と
注
解
上
』
二

二
頁
以
下
、
「
第
二
章
の
三
性
説
」
の
解
説
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

こ
の
「
妄
想
分
別
さ
れ
た
世
界
」
を
如
何
に
処
置
し
て
い
く
か
、

が
琉
伽
行
唯
識
仏
教
の
重
要
な
実
践
課
題
で
あ
る
が
、
『
摂
大
乗

論
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
「
妄
想
分
別
さ
れ
た
世
界
」
（
遍
計
所

執
）
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る
。

義
（
外
界
の
対
象
）
は
無
く
し
て
、
た
だ
識
（
表
象
、
記
識
）
の
み

有
る
中
に
於
い
て
、
義
に
似
て
顕
現
す
る
こ
と
な
り
。
（
二
’
三
、

玄
英
訳
に
よ
る
。
佐
灸
木
本
二
九
頁
）

す
な
わ
ち
、
心
の
動
き
と
い
う
た
だ
表
象
の
み
の
事
態
に
あ
り

つ
つ
、
認
識
さ
れ
た
対
象
が
実
に
は
実
在
し
な
い
の
に
、
実
在
す

る
か
の
ど
と
く
に
現
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
先
に
も

概
述
す
る
よ
う
に
、
依
他
起
は
構
想
分
別
さ
れ
た
世
界
（
遍
計
所

執
）
の
根
底
に
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
依
他
起
が

こ
こ
で
検
討
し
よ
う
と
す
る
『
摂
大
乘
論
』
の
二
’
二
四
は
玄

英
訳
に
よ
っ
て
先
に
示
し
た
が
、
偶
頌
の
前
の
、
設
問
部
分
の
長

行
に
相
当
す
る
文
章
が
先
輩
に
よ
っ
て
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
、
漢
訳
を
考

慮
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
判
り
易
い
文
体
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

ま
た
他
に
依
る
実
存
が
、
妄
想
さ
れ
た
実
存
と
し
て
現
わ
れ
な
が
ら
、

し
か
も
そ
の
様
に
は
そ
れ
〔
他
に
依
る
実
存
〕
と
同
体
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
如
何
に
し
て
知
ら
れ
る
か
。
（
長
尾
雅
人
『
摂
大
乗

論
上
』
三
五
五
頁
）

そ
し
て
、
そ
の
問
い
に
対
し
て
、
続
け
て
、

何
と
な
れ
ば
の
名
ま
え
よ
り
以
前
に
は
知
は
な
い
か
ら
、
〔
こ
の
知

が
〕
か
れ
〔
物
〕
と
同
体
で
あ
る
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
り
、
⑨
名

ま
え
が
多
数
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
〔
物
も
〕
多
体
と
な
る
と
い
う

「
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
な
り
、
根
底
と
な
っ
て
、
構
想
分
別
さ
れ
、

妄
想
分
別
さ
れ
た
対
象
が
実
在
す
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
た
世

界
は
、
も
は
や
依
他
起
的
な
世
界
で
は
な
い
、
と
い
う
伺
察
が
三

性
説
で
提
起
さ
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
、
依
他
起
は
、
遍
計
所
執
と

同
体
で
あ
る
か
、
異
体
で
あ
る
か
、
と
い
う
論
議
も
予
想
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
更
に
は
、
円
成
実
と
依
他
起
は
同
体
か
別
異
の
関
係

に
あ
る
か
と
い
う
伺
察
も
提
起
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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の
は
矛
盾
で
あ
り
、
⑧
名
ま
え
は
決
定
的
で
は
な
い
か
ら
〔
物
が
〕

混
合
体
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
矛
盾
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
前
掲

同
書
同
頁
）

と
い
う
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
注
釈
に
よ
る
と
、

他
に
よ
る
〔
実
存
〕
と
妄
想
さ
れ
た
〔
実
存
〕
と
が
一
体
で
あ
る
な

ら
ば
、
名
前
に
関
係
せ
ず
に
、
知
覚
が
も
の
の
上
に
起
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
瓶
と
い
う
名
が
な
く
し
て
は
、
瓶
と
い

う
も
の
の
上
に
瓶
と
い
う
知
覚
が
起
こ
る
こ
と
は
な
い
。
（
チ
。
ヘ
ッ

ト
訳
よ
り
、
句
①
匡
拐
弓
苫
“
Ｉ
唖
）

云
々
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
注

釈
で
は
、

他
に
よ
る
〔
実
存
〕
が
妄
想
さ
れ
た
〔
実
存
〕
の
分
と
し
て
顕
現
し

て
い
て
も
、
〔
そ
れ
は
〕
そ
れ
〔
妄
想
さ
れ
た
実
存
〕
の
自
体
で
な

い
ご
と
く
、
そ
の
ご
と
く
に
了
解
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
名
の
〔
仮

設
の
〕
前
に
知
覚
は
な
い
か
ら
、
と
語
っ
て
い
る
。
も
し
他
に
よ
る

実
存
が
妄
想
さ
れ
た
〔
実
存
〕
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
（
チ
。
ヘ
ッ

ト
訳
に
よ
る
。
終
り
の
文
、
玄
英
訳
、
若
依
他
起
与
二
遍
計
所
執
一
同

一
相
者
、
拙
著
『
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
唯
識
思
想
の
研
究
』
一
五

八
’
一
五
九
頁
参
照
）

云
々
と
本
論
文
に
対
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
説
明
が
考
慮
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
第
二
四
節

は
「
遍
計
所
執
と
依
他
起
と
の
区
別
」
を
語
る
も
の
、
「
依
他
起

は
遍
計
所
執
と
同
体
で
あ
る
か
ど
う
か
」
あ
る
い
は
、
そ
の
両

者
の
不
一
義
を
叙
述
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

う
（
〕
。

と
こ
ろ
で
、
第
二
四
節
に
掲
げ
る
一
番
目
の
偶
頌
は
、
直
前
の

長
行
の
三
項
目
に
よ
る
答
え
を
偶
頌
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
ア
サ

ン
ガ
の
造
偶
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
て
い
る
。
二
番
目
の
偶
頌
は
、

『
大
乗
荘
厳
経
論
』
随
修
品
第
一
六
偶
に
相
当
す
る
も
の
で
、
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
が
知
ら
れ
る
。

前
者
の
一
番
目
の
偶
頌
の
前
半
は
、
ア
サ
ン
ガ
の
著
作
と
見
な

さ
れ
て
い
る
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
『
解
深
密
経
疏
』
第
一
章
の
中
に
も
引

用
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
勝
義
の
「
不
二
」
の
相
弓
の
固
掲

Ｚ
。
．
鯉
曾
“
ぐ
９
．
ｓ
陰
や
甲
『
１
＄
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
そ
の

偶
頌
を
説
明
し
て
い
る
。
か
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
先

に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
第
二
四
節
が
、
依
他
起
は
遍
計
所
執
と

同
体
で
あ
る
か
、
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
の
叙
述
と
見
る
と
き
、

こ
の
「
解
深
密
経
疏
』
の
解
説
は
、
意
味
上
、
相
違
す
る
も
の
で

は
な
い
が
、
そ
の
叙
述
の
力
点
が
違
う
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
番
目
に
引
用
さ
れ
る
偶
頌
に
つ
い
て

は
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
で
は
、
無
自
性
や
自
性
清
浄
に
対
す
る

怖
れ
を
除
く
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
事
情
に
あ
っ
て
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
仏
教
者
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
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の
解
明
に
注
意
を
ひ
く
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
『
摂
大
乗
論
』
の
こ

の
第
二
四
節
を
、
『
解
深
密
経
疏
』
に
提
示
さ
れ
て
い
る
趣
旨
に

そ
っ
た
仕
方
で
き
わ
め
て
明
確
に
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
点
に
も
留
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
第
二
四
節
の
問
い
が
、
「
遍
計
所
執
は
依
他
起
と
同

体
で
あ
る
か
」
と
い
う
受
け
と
め
で
は
な
く
、
「
依
他
起
は
遍
計

所
執
と
し
て
空
で
あ
る
」
と
い
う
提
起
の
も
と
で
設
け
ら
れ
て
い

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
の
『
了
義
未
了
義
論
善
説
心

髄
』
（
し
ク
シ
ェ
ー
ニ
ン
ポ
、
あ
る
い
は
、
タ
ン
ゲ
ー
と
略
称
さ

れ
る
）
に
よ
る
と
、

『
解
深
密
経
』
の
中
に
、
依
他
起
は
遍
計
所
執
と
し
て
空
で
あ
る
と

い
う
が
、
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
、
〔
『
解
深
密
経
』
で
は
〕
未
だ
説

か
れ
て
い
な
い
理
証
を
理
解
せ
し
め
ん
が
た
め
に
、
『
菩
薩
地
』
や

「
摂
決
択
分
』
の
中
で
、
各
全
一
種
の
道
理
を
説
い
て
お
り
、
ま
た

『
摂
大
乗
論
』
の
中
で
も
、
（
ぐ
閏
四
画
騨
凰
や
Ｓ
》
弓
①
冨
侭
ぐ
巳
．

］
認
』
〕
ご
凸
＆
Ｉ
）

と
述
べ
て
、
こ
の
『
摂
大
乗
論
』
第
二
四
節
の
長
行
を
引
用
し
、

更
に
は
そ
の
本
文
を
説
明
し
て
い
る
。

ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
に
よ
る
と
、
依
他
起
は
遍
計
所
執
と
し
て
空
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
の
道
理
、
あ
る
い
は
証
明
と
し
て
そ
れ
ら
長
行

の
三
項
目
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。

り
積
極
的
に
実
現
せ
ん
と
す
る
唯
識
の
実
践
と
い
う
方
向
に
向
け

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
注
意
す
る
『
解
深
密
経
疏
」
の

解
説
と
も
符
合
す
る
の
で
あ
る
。

ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
の
指
摘
す
る
『
瑞
伽
師
地
論
』
の
「
菩
薩
地
』
で

は
、

如
何
な
る
道
理
ｑ
烏
邑
に
よ
っ
て
、
一
切
法
の
離
言
説
と
い
う

こ
と
が
（
日
日
ご
匡
国
も
閨
凹
‐
の
ぐ
Ｐ
国
風
ぐ
ぃ
風
の
胃
ぐ
ゅ
巳
〕
胃
弓
凶
唇
習
巳
が

理
解
さ
れ
る
べ
き
か
。
（
弓
○
四
冒
国
＆
』
や
ら
蔦
．
腱
Ｉ
）
男
匡
凋

ぐ
巳
．
］
ｇ
直
ら
‐
甲
了
隠
）
以
二
何
道
理
「
応
し
知
二
諸
法
離
言
自
性
一

（
大
正
三
一
、
四
八
八
頁
ａ
）

と
述
需
へ
、
以
下
に
お
い
て
『
摂
大
乗
論
』
第
二
章
第
二
四
節
に
相

当
す
る
三
項
目
に
よ
る
理
証
が
、
そ
れ
ら
の
順
序
は
違
う
が
、
叙

述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
依
他
起
、
遍
計
所
執
な
ど
三
性
説
に

つ
い
て
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
『
摂
大
乗
論
』
に

見
ら
れ
る
偶
頌
も
掲
げ
て
い
な
い
が
、
『
菩
薩
地
』
の
そ
の
個
所

の
結
び
で
も
、

そ
れ
故
に
、
こ
の
理
由
と
こ
の
道
理
に
よ
っ
て
一
切
法
の
離
言
説
と

い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
（
弓
。
唱
冒
目
の
９
ゞ
や
浅
』

一
男
や
ｌ
」
Ｃ
）

依
他
起
が
遍
計
所
執
と
し
て
空
で
あ
る
と
い
う
そ
の
方
軌
は
、

二
性
説
の
、
い
わ
ゆ
る
完
成
さ
れ
た
世
界
、
円
成
実
の
世
界
を
よ
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と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ツ
ォ
ン
カ
パ
が
『
摂
大
乗
論
」
の
そ
の
文
節
を
引
用
し
て
い
る

こ
と
は
す
で
に
述
寺
へ
た
が
、
そ
れ
に
続
け
て
、
更
に
次
の
よ
う
に

説
明
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
法
は
か
の
も
の
を
本
質
す
る
こ
と
は
矛
盾
す
る
か
ら
、

（
呂
○
の
ｇ
ｇ
ｇ
樹
画
巨
旨
両
昌
冨
の
）
依
他
起
は
遍
計
所
執
と

し
て
空
で
あ
る
と
い
う
、
証
明
の
仕
方
を
理
解
し
易
い
よ
う
に
語
る

な
ら
ば
、
瓶
と
い
う
言
説
の
事
体
、
あ
る
い
は
所
依
で
あ
る
、
そ
の

円
形
の
も
の
（
岸
○
匡
胃
ｇ
）
が
す
で
に
円
形
の
も
の
の
あ
り
方
と

し
て
、
或
い
は
自
相
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
〔
そ
れ
は
〕

日
常
的
表
示
（
胃
８
．
閏
日
常
国
）
の
力
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
な
い

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
日
常
的
表
示
の

対
象
を
有
す
る
知
覚
も
亦
、
日
常
的
表
示
に
依
ら
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
瓶
と
い
う
名
を
施
設
す
る
以
前
か
ら
、
円
形
の
も
の
に
対
し
て

瓶
で
あ
る
と
い
う
知
覚
が
起
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
ぐ
も
．
雪
》

、
．
扇
ｌ
や
認
急
．
ど

こ
の
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
説
明
は
、
「
摂
大
乗
論
』
に
叙
述
さ
れ
て

い
る
三
項
目
に
よ
る
証
明
の
第
一
番
目
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。

右
の
説
明
文
で
も
、
こ
の
証
明
に
よ
っ
て
、
依
他
起
は
遍
計
所
執

と
し
て
空
で
あ
る
と
論
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い

る
。
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
こ
の
説
明
文
は
、
恐
ら
く
『
菩
薩
地
』
の
所

説
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
所
説
に
も
注
意
し

た
い
。
『
菩
薩
地
』
で
は
、
蝿

も
し
仮
説
語
の
施
設
よ
り
ｅ
国
芦
名
陣
‐
ぐ
：
。
恩
○
胃
圏
）
以
前
に
、

〔
す
な
わ
ち
〕
仮
説
語
が
施
設
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
か
の
法
や
事

体
が
そ
れ
〔
仮
説
語
〕
を
本
質
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
（
閻
号
目
自
陣
の

３
。
く
閉
目
国
９
弾
目
色
弄
煙
昌
暑
弾
）
そ
う
で
あ
れ
ば
、
色
な
り

と
い
う
そ
の
仮
説
語
の
施
設
を
離
れ
て
、
色
と
名
づ
け
ら
れ
る
法
や

色
と
名
づ
け
ら
れ
る
、
そ
の
事
体
に
お
い
て
、
（
目
冨
、
騨
且
目
常

呂
胃
目
①
目
冒
‐
閻
且
冒
冨
ぐ
尉
首
員
）
色
の
知
覚
は
起
こ
る
で
あ

る
貝
ノ
。
（
３
℃
Ｐ
合
口
。
○
冨
伝
目
画
く
目
５
菌
・
》
急
．
凋
旨
四
国
①
９
》
や
ら
）

罠
や
あ
》
弓
①
置
凋
ぐ
巳
．
］
ｇ
〕
属
や
や
や
当
》
大
正
三
一
、
四
八
八

頁
ｂ
）

と
い
う
所
説
が
見
ら
れ
る
。
右
の
所
説
に
よ
っ
て
『
摂
大
乗
論
」

の
叙
述
も
よ
り
明
確
に
知
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
『
菩
薩
地
』

で
は
「
摂
大
乗
論
』
の
こ
の
一
番
目
の
証
明
が
最
後
に
置
か
れ
て

い
る
。因

み
に
、
二
番
目
三
番
目
の
証
明
に
つ
い
て
は
ツ
ォ
ン
ヵ
パ
は

続
け
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
つ
の
も
の
こ
そ
が
多
く
の
も
の
の
自
体
と
な
っ
て
矛
盾
す

る
か
ら
と
い
う
証
明
は
、
最
初
の
提
議
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
〔
す

な
わ
ち
、
言
説
の
事
体
で
あ
り
所
依
で
あ
る
そ
れ
が
、
自
相
と
し
て

す
で
に
成
り
立
っ
て
い
る
な
ら
ば
〕
一
つ
の
も
の
に
シ
ャ
ク
ラ
、
イ

ン
ド
ラ
、
グ
ラ
ー
マ
ガ
ー
タ
カ
（
村
を
掠
奪
す
る
者
）
な
ど
の
多
く



の
名
前
が
起
こ
る
の
で
あ
っ
て
、
〔
そ
の
場
合
〕
事
体
に
よ
っ
て
起

こ
る
べ
き
で
あ
り
、
分
別
に
お
い
て
顕
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の

よ
う
に
事
物
と
し
て
存
在
す
る
故
に
、
か
の
も
の
は
、
多
く
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

混
同
し
な
い
も
の
の
自
体
が
混
同
す
る
こ
と
に
な
っ
て
矛
盾
す
る

か
ら
と
い
う
証
明
は
、
最
初
の
提
議
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
二
人
に

対
し
て
ウ
パ
グ
プ
タ
と
い
う
一
つ
の
名
前
が
起
こ
る
と
き
、
こ
れ
は

ゥ
パ
グ
プ
タ
で
あ
る
と
い
う
知
覚
が
起
こ
る
場
合
、
区
別
が
な
い
か

ら
、
ま
た
、
そ
の
名
前
や
分
別
も
事
体
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
二
人
に
対

し
て
起
こ
る
か
ら
、
二
つ
の
も
の
が
一
つ
の
も
の
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
分
別
の
執
着
す
る
事
体
で
あ
る
そ
れ
ら
色
な
ど
が
、
勝
義
あ
る

い
は
自
相
と
し
て
成
立
す
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
ま
た
、
名
前
を
施

設
す
る
所
依
も
自
相
と
し
て
成
立
す
る
と
捉
え
る
こ
と
と
等
し
く
な

る
か
ら
、
こ
の
名
前
は
こ
れ
で
あ
る
と
い
う
日
常
的
表
示
を
知
ら
な

い
人
に
お
い
て
も
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
増
益
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
を
否
定
す
る
理
証
も
〔
前
の
理
証
と
〕
同
じ
で
あ
る
。

‐
（
ぐ
．
や
露
ゞ
曇
．
函
１
局
）

こ
れ
ら
第
二
、
第
三
の
二
の
証
明
に
相
当
す
る
『
菩
薩
地
』
に

お
け
る
所
説
は
、

そ
こ
で
、
も
し
、
凡
そ
何
ら
か
の
法
、
何
ら
か
の
事
体
に
お
い
て
言
説

が
起
こ
る
ご
と
く
、
そ
の
ご
と
く
そ
れ
ら
諸
法
や
か
の
事
体
が
そ
れ

」
〔
言
説
さ
れ
る
様
態
の
も
の
〕
を
本
質
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
（
＄
Ｏ
黒

己
戸
口
閏
割
凹
呂
昌
く
い
ず
旨
両
面
○
瀞
曾
Ｑ
ｇ
Ｈ
Ｂ
①
普
望
尉
日
旨
ぐ
ゅ
の
目
昌

冒
Ｐ
ぐ
胃
国
弓
、
３
早
弾
目
凹
丙
爵
蔚
口
唇
閏
日
爵
冨
・
ぐ
儲
目
鍋
戯
ｃ

そ
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
一
つ
の
法
、
一
つ
の
事
体
の
上
に
、
多
種

に
し
て
多
く
の
自
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
う

し
て
か
と
い
え
ば
、
即
ち
、
一
つ
の
法
、
一
つ
の
事
体
に
お
い
て
多

種
に
し
て
多
く
の
も
の
が
沢
山
の
言
説
に
よ
っ
て
仮
説
さ
れ
、
施
設

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

ま
た
、
多
種
に
し
て
多
く
の
仮
説
語
の
決
定
は
何
ら
把
握
さ
れ
な

い
。
即
ち
、
多
く
の
中
の
一
つ
の
仮
説
語
に
よ
っ
て
、
か
の
法
や
か

の
事
体
が
そ
れ
〔
一
つ
の
仮
説
の
語
〕
の
自
体
で
あ
り
、
そ
れ
の
類

で
あ
り
、
そ
れ
の
自
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
の
残
れ
る
仮
説
語
〔
の

自
体
で
は
〕
な
い
〔
と
い
う
よ
う
に
〕
。
そ
れ
故
に
、
一
切
の
仮
説

語
は
完
備
し
た
も
の
で
も
あ
り
、
不
備
の
も
の
で
も
（
チ
ベ
ッ
ト
訳

・
い
ず
れ
で
も
あ
り
、
一
つ
で
も
）
〔
あ
り
得
る
の
で
〕
あ
っ
て
、

一
切
法
や
一
切
の
事
体
は
そ
〔
の
よ
う
な
仮
説
語
〕
の
自
体
で
な
い

し
、
そ
れ
の
類
で
な
く
、
そ
れ
の
自
性
で
な
い
。
（
３
普
罵
目
倒
日
‐

冒
日
昌
切
は
３
口
目
当
騨
薗
呂
の
陣
苗
圃
く
餌
ｇ
胃
四
国
．
急
ｏ
四
目
３

８
．
」
や
陰
ゞ
震
や
１
９
》
勺
の
匡
凋
ぐ
巳
．
巨
戸
］
瞳
ｌ
］
凸
ｌ
甲
］
〕
大

正
三
一
、
四
八
八
頁
ｂ
ｌ
Ｃ
）

と
説
か
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
思
想
的
な
背
景
を
確
認
す
る
と
き
、
ど
の

よ
う
に
「
摂
大
乗
論
』
の
第
二
章
所
知
相
章
の
第
二
四
節
の
所
説
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を
理
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
『
菩
薩
地
』
の
所
説
を
考

慮
す
る
と
き
、
そ
の
第
二
四
節
の
設
問
の
文
章
を
、

ま
た
他
に
よ
る
実
存
が
、
妄
想
さ
れ
た
実
存
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
〔
他
に
よ
る
実
存
は
〕
そ
れ
〔
妄
想
さ
れ
た
実
存
〕
を
本

質
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
如
何
に
し
て
知
ら
れ
る
か
。

と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
第
二
四
節
は
ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
の

い
う
「
依
他
起
は
遍
計
所
執
と
し
て
空
で
あ
る
」
と
い
う
趣
旨
の

も
の
と
し
て
み
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
三
項
目
の

証
明
も
「
菩
薩
地
』
を
背
景
と
し
て
纒
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
ア
ス
ヴ
ァ
ブ
ハ
ー
ヴ
ァ
の
注
釈
の
そ
れ
も
、
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
の
も
の
と
あ
ら
た
め
て
理
解
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

づ
（
》
○

一
方
、
ヴ
ァ
ス
、
ハ
ン
ド
ゥ
の
注
釈
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
依
他

起
は
遍
計
所
執
と
同
体
で
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
三
項
目
の
理
証

が
理
解
さ
れ
る
行
き
方
も
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ヴ
ァ
ス
ゞ
ハ
ン
ド
ゥ
の
「
三
十
頌
唯
識
論
』
の
、
そ
の
第
二
二
偶
の

前
半
に
お
い
て
湿
円
成
実
は
依
他
起
と
別
異
で
も
な
け
れ
ば
、
別

異
で
も
な
い
の
で
な
い
、
と
述
べ
、
円
成
実
は
依
他
起
と
別
異
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
依
他
起
が
遍
計
所
執
と
し
て
空
で
は
な
い
こ
と

に
な
る
と
も
解
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ヴ
ァ
ス
ゞ
ハ
ン
ド
ゥ

は
、
『
摂
大
乗
論
』
第
二
章
第
一
七
節
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
、
三

性
は
そ
の
あ
り
方
が
相
互
に
異
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
異
な
ら
な

い
の
か
、
と
い
う
方
向
に
向
け
た
所
説
と
し
て
、
改
め
て
、
こ
の

第
二
四
節
を
解
明
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
ろ
う
。

以
上
、
『
摂
大
乗
論
』
の
こ
の
一
節
を
通
じ
て
、
ア
サ
ン
ガ
自

ら
の
仏
教
開
顕
と
い
う
こ
と
と
、
ア
サ
ン
ガ
か
ら
ヴ
ァ
ス
ゞ
ハ
ン
ド

ゥ
ヘ
の
琉
伽
行
唯
識
学
の
形
成
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
て
く
る
の

で
あ
る
。

本
稿
は
一
九
九
○
年
一
月
一
六
日
の
大
谷
大
学
仏
教
学
会
例
会
に
お

い
て
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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