
琉
伽
行
の
実
践
が
、
認
識
対
象
の
全
て
（
尽
所
有
性
）
を
そ
の
在

り
の
ま
ま
の
姿
（
如
所
有
性
）
で
見
る
た
め
の
方
途
と
し
て
考
案
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い

①

こ
と
で
あ
ろ
う
。
物
事
を
在
り
の
ま
ま
に
見
る
こ
と
（
観
、
ぐ
ぢ
Ｐ
‐

噂
Ｐ
３
）
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
先
立
っ
て
、
心
が
何
ら
か
の
程

度
の
瞑
想
（
止
、
＄
冒
鼻
目
）
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
瞑
想
が
、

認
識
対
象
に
心
が
集
中
し
、
そ
の
結
果
、
識
別
作
用
（
分
別
）
が
消

滅
し
た
〃
安
住
″
の
側
面
、
つ
ま
り
何
ら
の
認
識
対
象
を
も
持
た

な
い
空
虚
な
謂
は
ぱ
〃
白
紙
の
よ
う
な
″
心
の
状
態
だ
け
を
有
す

る
も
の
で
は
な
く
、
認
識
対
象
を
明
瞭
に
把
握
す
る
〃
明
瞭
さ
〃

の
側
面
を
も
兼
ね
備
え
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
程
よ
く
知
ら
れ
て

は
い
な
い
。
事
実
、
三
昧
と
か
坐
禅
と
か
静
盧
と
い
う
言
葉
か
ら

我
々
が
容
易
に
想
い
う
か
べ
る
の
は
、
〃
無
念
無
想
の
境
地
″
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
止
の
状
態
に
於
け
る
対
象
を
認
識
す
る
側

沈
み
込
み
含
冒
侭
冨
）
と
昂
ぶ
り
（
侭
且
富
）

面
と
識
別
作
用
の
な
い
側
面
と
の
問
題
、
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る

精
神
作
用
「
沈
み
込
み
」
と
「
昂
ぶ
り
」
の
問
題
を
、
ツ
ォ
ン
カ

．
〈
の
『
ラ
ム
リ
ム
チ
ェ
ン
モ
』
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
瞑
想
の
対
象
か
ら
心
が
散
乱
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
、
対
象
の
上
に
心
を
結
び
付
け
固
定
し
て
十
全
な
止
の

三
昧
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
上
記
の
二
面
、
つ
ま
り
非
常
に
明

瞭
な
心
に
存
す
る
明
瞭
さ
と
い
う
側
面
（
”
の
日
の
呂
甘
冨
嘱
四
号
昌

鳴
巴
・
富
）
と
、
対
象
に
集
中
し
て
安
住
す
る
無
分
別
の
安
住
と
い

う
側
面
ａ
目
鴨
圃
冨
尉
筋
の
鴨
釘
目
唱
閉
も
昌
目
洋
品
も
島

②

唱
曾
鋤
・
富
）
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
二
面
は
度
々
そ
れ
を
妨
害
す
る
精
神
作
用
に
よ
っ
て

中
断
さ
れ
る
。
明
瞭
さ
の
側
面
を
妨
害
す
る
も
の
は
沈
み
込
み

（
沈
没
、
置
冒
）
と
呼
ば
れ
、
精
神
集
中
し
た
無
分
別
を
阻
害
す
る
も

③

の
は
昂
ぶ
り
（
棹
挙
、
騨
冒
目
冨
９
秒
）
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
二
極
の
精

神
作
用
は
観
（
ぐ
ぢ
鼠
冒
目
）
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
止
（
歯
目
鼻
富
）

、
ｖ
ｌ
Ｊ

ノ

谷
信
千
代
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一
、
念
と
正
知

と
こ
ろ
で
、
止
を
妨
げ
る
働
き
を
す
る
も
の
が
沈
み
込
み
と
昂

ぶ
り
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
止
を
達
成
す
る
よ
う
に
機
能
す
る
精

神
作
用
は
念
（
の
昌
日
）
と
正
知
（
の
曾
日
目
旦
沙
昌
騨
）
で
あ
る
。
三
味

に
於
い
て
若
し
念
が
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
沈
み

込
み
や
或
は
昂
ぶ
り
が
現
れ
て
、
直
ち
に
対
象
は
見
失
わ
れ
、
心

が
そ
の
対
象
か
ら
散
乱
し
て
し
ま
い
三
昧
は
破
ら
れ
る
。
正
知
は

念
が
損
な
わ
れ
て
い
な
い
か
否
か
、
沈
み
込
み
や
昂
ぶ
り
が
現
れ

て
い
な
い
か
否
か
を
絶
え
ず
監
視
す
る
役
割
を
す
る
。
念
に
よ
っ

て
対
象
に
心
を
結
び
付
け
て
お
く
仕
方
を
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

〔
青
振
な
ど
の
不
浄
を
初
め
と
し
て
、
四
聖
諦
や
仏
身
な
ど
の
様

々
な
対
象
の
中
か
ら
、
そ
の
人
に
適
し
た
対
象
歪
一
つ
選
ん
だ
後
に
〕

そ
の
対
象
を
現
前
に
想
い
描
き
、
そ
し
て
〔
そ
の
対
象
の
イ
メ
ー
ジ

が
た
と
え
鮮
明
で
な
く
〕
股
低
〔
の
状
態
の
不
鮮
明
な
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
〕
が
〔
初
め
て
〕
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、

そ
れ
を
心
で
し
っ
か
り
と
把
握
し
て
、
強
く
〔
保
持
す
る
よ
う
な
〕

把
握
の
仕
方
が
〔
心
の
中
に
〕
生
じ
て
来
る
よ
う
に
心
を
励
ま
し
、

ど
ん
な
こ
と
で
も
〔
そ
の
対
象
以
外
の
こ
と
は
〕
新
た
に
観
察
せ
ず

⑤

に
〔
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
上
に
だ
け
心
を
〕
安
定
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

④

を
も
妨
げ
る
。

念
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
対
象
の
イ
メ
ー
ジ
（
行
相
、
鼻
骨
煙
）

は
、
そ
の
当
初
は
、
上
記
の
様
に
、
た
と
え
不
鮮
明
な
も
の
で
あ

っ
て
も
よ
い
が
、
修
習
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
次

第
に
鮮
明
に
な
っ
て
行
く
。
そ
う
な
る
の
は
念
が
対
象
を
忘
失
せ

ず
に
、
三
昧
中
に
若
し
誰
か
か
ら
そ
の
対
象
に
つ
い
て
訊
ね
ら
れ

れ
ば
〃
そ
の
対
象
は
か
く
か
く
で
あ
る
〃
と
解
答
で
き
る
様
に
記

⑥

憶
し
続
け
て
お
く
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
様
に
念
は
、
対
象
を
確
認
す
る
こ
と
を
そ
の
特
徴
と
し
、

対
象
を
把
握
す
る
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
様
な
念
の
働

き
が
な
け
れ
ば
止
は
達
成
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
対
象
を
確
認
す
る

鋭
敏
な
把
握
作
用
な
し
に
、
た
だ
漠
然
と
心
を
〃
無
念
無
想
の
境

地
″
に
安
住
さ
せ
る
場
合
に
は
、
清
澄
な
心
の
明
瞭
さ
と
い
う
止

の
側
面
は
生
じ
て
も
、
対
象
を
確
認
す
る
働
き
の
生
じ
た
明
瞭
さ

と
い
う
側
面
は
現
れ
て
来
な
い
。
し
か
し
止
は
こ
の
両
面
が
備
わ

る
と
き
に
の
み
達
成
さ
れ
る
。
こ
の
対
象
を
確
認
す
る
働
き
の
生

じ
た
明
瞭
さ
を
妨
害
す
る
も
の
が
沈
み
込
み
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

沈
み
込
み
は
た
と
え
微
細
な
も
の
で
あ
っ
て
も
除
去
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
止
の
二
面

と
こ
ろ
が
、
沈
み
込
み
の
状
態
を
三
昧
で
あ
る
か
の
如
く
に
誤
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解
し
〃
心
を
充
分
に
緩
和
す
る
こ
と
こ
そ
三
昧
の
修
習
で
あ
る
〃

⑦

と
喧
伝
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
は
、
認
識
作
用

（
百
目
騨
》
骨
①
ぃ
葛
）
を
高
め
る
こ
と
が
単
に
昂
ぶ
り
を
も
た
ら
す

だ
け
で
あ
る
と
い
う
一
方
的
な
思
い
込
み
に
由
来
す
る
。
そ
の
様

な
思
い
込
み
は
、
止
の
二
面
、
つ
ま
り
対
象
を
確
認
す
る
明
瞭
さ

の
側
面
と
、
心
が
安
住
し
た
清
澄
な
明
瞭
さ
の
側
面
と
の
間
に
於

け
る
均
衡
が
、
止
を
達
成
す
る
た
め
に
は
絶
対
に
必
要
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
心
の
安
住
の
側
面
だ

け
を
止
と
考
え
て
、
た
だ
心
を
緩
和
さ
せ
る
こ
と
の
み
に
勤
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
止
の
三
昧
は
達
成
さ
れ
な
い
。
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の

説
明
は
こ
の
二
面
の
均
衡
の
重
要
さ
を
述
べ
つ
つ
、
し
か
も
対
象

を
確
認
す
る
と
い
う
止
の
緊
張
の
側
面
を
む
し
ろ
強
調
し
て
い
る
。

そ
れ
は
多
分
、
嘗
て
サ
ム
イ
ェ
ー
寺
で
、
印
度
の
環
伽
行
の
立
場

に
立
つ
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
対
し
て
論
争
を
挑
ん
だ
と
さ
れ
る
、
大

乗
和
尚
の
禅
宗
の
観
法
の
仕
方
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
〃
無
念
無

想
″
の
止
の
行
法
や
、
或
は
ニ
ン
マ
派
の
行
法
に
対
す
る
彼
の
批

判
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
彼
は
、
止
の
緩

和
の
側
面
を
阻
害
す
る
「
昂
ぶ
り
」
よ
り
も
、
緊
張
の
側
面
を
妨

害
す
る
「
沈
み
込
み
」
の
弊
害
や
そ
の
除
去
の
仕
方
の
方
に
よ
り

多
く
の
解
説
を
加
え
て
い
る
。
彼
は
止
に
対
象
を
確
認
す
る
緊
張

の
側
面
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
次
の
様
に
聖

れ
『
修
習
次
第
Ⅱ
』
に
は
「
沈
み
込
み
を
鎮
め
た
後
に
、
是
非
と
も
心

が
そ
の
同
じ
対
象
を
極
め
て
明
瞭
に
見
る
こ
と
と
な
る
よ
う
に
、
そ

⑪

の
よ
う
に
行
ず
ぺ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
（
傍
線
”
筆
者
）

ツ
ォ
ン
カ
パ
は
、
こ
の
よ
う
に
対
象
を
は
っ
き
り
と
把
握
す
る

念
に
基
づ
く
こ
と
な
く
修
習
す
る
場
合
に
は
、
如
何
に
長
く
修
習

し
て
も
た
だ
物
忘
れ
が
ひ
ど
く
な
っ
た
り
、
諸
法
を
観
察
す
る
智

慧
が
鈍
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
多
く
の
過
失
が
生
ず
る
よ
う
に
な

⑫

る
こ
と
を
警
告
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
似
而
非
な
る
三
昧
の
修
習

者
は
、
お
う
お
う
に
し
て
自
己
の
陥
っ
て
い
る
過
失
を
隠
蔽
し
て
、

恰
も
確
実
な
三
昧
が
身
に
備
わ
っ
て
い
る
か
の
如
く
に
臆
面
も
な

く
装
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
間
違
っ
た
修
習
法
に
対
す
る
彼
の
批

判
の
激
し
さ
は
、
彼
の
同
時
代
に
そ
の
種
の
修
習
法
を
実
践
し
て

い
た
行
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
、
彼
の
心
を
苛
立
た
せ
て
い

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

⑧

教
を
引
用
し
て
論
証
し
て
い
る
。

〔
「
荘
厳
経
論
」
に
は
九
種
心
住
が
説
か
れ
る
が
〕
「
そ
の
内
、
内

住
（
⑳
９
号
葛
鼻
息
）
と
等
住
（
＄
骨
ｍ
昏
目
昌
胃
農
）
と
に
は
、

努
力
に
よ
っ
て
〔
行
者
を
瞑
想
の
対
象
に
向
け
て
〕
運
ぶ
注
意
力

（
力
励
運
転
作
意
、
冒
旨
乱
冒
屋
。
目
色
昌
四
の
厩
昌
乞
）
が
あ
る
〕
と

⑨

説
か
れ
る
。

『
修
習
次
第
Ｉ
』
に
も
「
沈
み
込
み
を
除
く
た
め
に
、
改
め
て
そ

の
同
じ
対
象
を
よ
り
し
っ

に
も
「
沈
み
込
み
を
除
く
た
め
に
、
改
め
て
そ

⑩

か
り
と
把
握
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
か
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三
、
止
の
途
中
に
於
け
る
対
象
の
確
認

念
に
よ
っ
て
一
旦
、
心
を
対
象
の
上
に
結
び
付
け
た
と
し
て
も
、

そ
の
後
も
対
象
を
よ
く
把
握
し
て
い
る
か
否
か
、
沈
み
込
ん
で
は

い
な
い
か
否
か
、
外
の
対
象
に
向
か
っ
て
散
乱
し
て
い
な
い
か
否

か
を
、
三
昧
に
住
し
つ
つ
時
々
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
一
い
・
そ

の
よ
う
に
し
て
時
々
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沈
み
込
み
と
昂

ぶ
り
に
速
や
か
に
気
づ
き
元
に
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
、
念
の
力

⑬
｜

を
強
め
て
連
続
し
て
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
の
如
く
、
止
の
状
態
に
於
い
て
も
、
対
象
を
認
識
す
る
と

い
う
作
用
が
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
作
用
を
行
う
も
の
が
、
対
象
を
確
認
し
把
握
す
る
と
い

う
働
き
を
有
す
る
念
（
“
目
ｅ
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
所
で

あ
る
が
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
引
用
す
る
以
下
の
二
つ
の
文
章
は
念
の

⑭

働
き
を
よ
り
一
層
具
体
的
に
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深
い
。

『
声
聞
地
』
に
は
「
そ
の
場
合
、
心
の
集
中
（
心
一
境
性
）
と
は

何
か
と
言
え
ば
、
答
え
て
言
う
。
繰
り
返
し
随
念
す
る
こ
と
で
あ
り
、

同
一
の
対
象
（
同
分
）
を
対
象
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
連
続
し
、
過

失
な
く
、
喜
び
を
備
え
た
心
の
相
続
性
、
そ
れ
が
三
昧
と
も
言
わ
れ
、

善
な
る
心
の
集
中
（
善
心
一
境
性
）
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
何

を
繰
り
返
し
随
念
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
答
え
て
言
う
。
そ
れ
は
受

持
し
聴
聞
し
た
法
で
あ
り
、
師
か
ら
受
け
た
教
授
教
誠
で
あ
る
。
そ

れ
（
教
授
教
誠
さ
れ
た
法
）
を
主
た
る
関
心
事
と
し
て
定
地
に
属
す

『
声
聞
地
』
も
『
中
辺
分
別
論
釈
』
も
共
に
念
を
師
か
ら
教
え
ら

れ
た
こ
と
（
教
授
教
誠
）
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。

そ
れ
を
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
は
更
に
こ
れ
に
続
く
文
章
の
中
で
「
繰
り
返

し
対
象
に
注
意
を
傾
け
る
（
作
意
す
る
）
こ
と
」
と
言
い
換
え
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
『
中
辺
分
別
論
釈
』
が
「
教
誠
を
心
で
語

る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
尋
へ
て
い
る
点
に
極
め
て
興
味
を
惹
か
れ
る
。

「
心
で
語
る
」
は
原
文
で
は
（
四
目
号
冨
目
》
嵐
・
辱
肘
且
Ｃ
ｅ
で

あ
る
。
こ
の
語
は
初
期
聡
伽
行
派
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
く
用
い
ら
れ

る
「
意
言
」
（
日
目
。
芭
冨
〕
『
昼
陦
冒
胃
－
８
恩
）
を
、
意
味
の
上

か
ら
も
チ
ベ
ッ
ト
訳
が
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
直
ち
に
思

い
起
こ
さ
せ
る
。

意
言
は
「
全
て
の
も
の
ご
と
は
意
言
よ
り
生
ず
る
」
と
い
う
よ

⑰

う
な
文
脈
に
於
い
て
、
分
別
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
文
脈
の
意
味
か
ら
、
稿
を
改
め
て
「
念
」
と
「
心
で
語
る
こ
と

」
と
「
意
言
」
と
の
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。
今
は
念
が
分
別

る
相
（
忠
日
豊
津
号
目
目
百
日
目
胃
四
）
を
現
前
せ
し
め
、
そ
の
対

象
の
上
に
連
続
す
る
念
に
よ
っ
て
〔
心
を
〕
継
続
せ
し
め
、
安
住
せ

⑮

し
め
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
「
中
辺
分
別
論
釈
』
に
も

「
念
と
は
対
象
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
心
の
住

⑯

す
べ
き
教
誠
を
心
（
意
）
で
語
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
と
説
か
れ

て
い
る
。
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と
関
連
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
み
を
注
意
し
て
お
く
こ
と
に
留
め

る
。
事
実
、
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
は
、
こ
の
直
後
に
、
対
象
を
途
中
で
時

を
思
い
起
こ
す
こ
と
が
、
強
力
な
念
を
生
ず
る
た
め
に
は
必
要
で

や
列
、

あ
り
、
心
が
対
象
か
ら
散
乱
し
な
い
よ
う
に
観
察
す
る
こ
と
力

沈
み
込
み
と
昂
ぶ
り
を
検
査
す
る
正
知
が
強
力
な
も
の
と
な
る
た

め
の
方
途
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
に
、
「
若
し
、
こ
の
よ
う
な

こ
と
（
対
象
を
思
い
起
こ
し
た
り
観
察
し
た
り
す
る
こ
と
）
を
分
別
で
あ

る
と
考
え
て
拒
否
す
る
な
ち
ば
へ
‐
強
い
念
と
正
知
の
生
ず
る
こ
と

が
極
め
て
困
難
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
如
く
、
一
見

〃
無
念
無
想
″
の
様
に
思
わ
れ
る
止
の
段
階
に
於
い
て
も
、
対
象

を
確
認
し
観
察
す
る
或
る
種
の
分
別
が
作
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

卿
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
沈
み
込
み
と
塞
ぎ
込
み

「
沈
み
込
み
」
と
い
う
語
は
多
分
に
分
か
り
に
く
い
語
で
、
チ

ー
Ｊ
ヂ

ベ
ッ
ト
訳
者
に
も
漢
訳
者
に
も
誤
解
を
生
じ
・
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
誤
解
に
就
い
て
以
下
に
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
の
語
は

ｍ
寓
・
で
冨
冒
》
チ
毒
ヘ
ゥ
ト
訳
で
は
古
武
品
ｇ
、
漢
訳
で
は
沈
没
、

或
は
単
に
没
と
訳
さ
れ
る
。
シ
、
オ
ン
ヵ
パ
も
言
う
よ
う
に
バ
ー
こ
の

語
は
職
伽
行
の
実
践
に
と
っ
て
重
要
な
概
念
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

『
琉
伽
師
地
論
』
を
始
め
と
す
る
優
れ
た
典
籍
に
も
あ
ま
り
詳
し

く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
チ
等
ヘ
ッ
ト
訳
者
た
ち
は
こ

の
語
を
、
意
気
阻
喪
し
た
状
態
を
示
す
雨
冒
日
冒
（
真
諦
叩
沈
下
、

玄
芙
叩
沈
昧
）
と
間
違
っ
て
訳
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
（
具
．
平
川

『
倶
舎
論
索
引
Ｉ
」
）
。
更
に
ま
た
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
に
依
れ
ば
、
こ
の
語

は
こ
れ
と
よ
く
似
た
意
味
を
持
つ
語
い
ｑ
冒
騨
角
旨
艶
》
Ｈ
日
侭
の

園
』
漢
訳
“
惜
沈
）
と
屡
々
取
り
違
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
医
冨
（
沈
没
、
沈
み
込
み
）
と
の
ご
目
色
（
悟
沈
、
塞
ぎ
込
み
）

の
意
味
の
違
い
を
彼
は
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。
（
下
線
”
筆
者
）

沈
み
込
み
は
多
く
の
翻
訳
に
於
い
て
退
縮
（
沈
、
Ｎ
盲
目
図
）
と

も
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
意
気
阻
喪
し
た
状
態
で
あ
る
退
縮
と
同
一
で

は
な
い
。
そ
の
定
義
に
関
し
て
、
チ
尋
ヘ
ッ
ト
の
修
定
者
た
ち
は
殆
ど

他
の
対
象
に
向
か
う
こ
と
な
く
持
続
し
、
明
蜥
さ
が
な
く
、
心
が
塞

ぎ
込
む
こ
と
（
憎
沈
、
、
ｑ
冒
四
）
を
沈
み
込
み
と
考
え
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
〔
心
が
〕
塞
ぎ
込
む
こ
と
は
、

沈
み
込
み
の
原
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
か
ら
、
そ
の
二
つ
は
別
の
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
何
故
な
ら
『
修
習
次
第
Ⅱ
」
に
は
「
も
し

〔
心
が
〕
憎
沈
（
、
ｑ
習
煙
）
と
睡
眠
（
且
目
冨
）
に
支
配
さ
れ
て
心

が
沈
み
込
ん
だ
り
、
或
は
沈
み
込
む
虞
れ
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

⑱

る
時
に
は
」
と
い
う
様
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
修
習
次
第
Ⅱ
』
（
望
昇
．
欠
）
の
目
旨
訳

は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

”
色
目
庁
①
口
昌
巨
ぬ
い
も
四
Ｑ
四
目
い
ぬ
邑
望
〕
Ｑ
丙
竜
〕
⑳
ロ
○
口
□
ゆ
め
の
①
Ｈ
固
め
吟
停
心
胆
頤
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⑲

国
盟
目
“
ず
首
ロ
、
口
巨
自
弼
も
色
目
夢
○
侭
も
四
号
〕
許
厨
房
．

そ
れ
に
対
応
す
る
の
陣
．
原
文
は
『
修
習
次
第
Ⅲ
』
に
見
い
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
以
下
に
掲
げ
て
お
く
。

鼻
冨
隅
憾
脂
目
目
園
冒
さ
ぼ
ぐ
自
制
３
（
冒
騨
５
９
冒
騨
。
甲

国
菌
乱
憎
旧
唱
・
茸
四
目
冨
曾
の
匡
四
乱
目
雷
回
国
冨
日
乱
．

ツ
ォ
ン
カ
パ
は
そ
れ
ま
で
の
多
く
の
翻
訳
者
が
犯
し
た
過
ち
に

鑑
み
て
、
こ
の
様
に
二
語
を
注
意
深
く
区
別
し
て
使
用
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
区
別
は
認
識
し
難
か
っ
た
よ
う
で
、
玄
英
ほ
ど
の
漢

訳
者
も
こ
れ
ら
両
語
の
微
妙
な
相
違
を
見
落
と
し
た
か
の
如
く
に

見
え
る
。
彼
は
『
阿
毘
達
磨
集
論
』
の
訳
に
於
い
て
は
、
ｍ
ｑ
目
Ｐ

は
悟
沈
と
訳
し
、
置
冒
は
単
に
沈
と
訳
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、

ｌ
】

そ
の
次
の
語
餌
巨
＆
ｇ
ｑ
ｐ
（
棹
挙
）
を
、
「
棹
」
と
訳
し
て
い
る
の

と
同
様
、
惰
沈
の
省
略
形
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
事
実
、
国
訳
一

切
経
の
訳
者
も
憎
の
字
を
補
っ
て
訳
し
て
い
る
。
従
っ
て
玄
英
は

ｍ
ｑ
自
画
も
医
冒
も
共
に
憎
沈
と
訳
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
二
語
は
勺
．
勺
埼
且
冒
口
が
校
訂
し
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
テ
ク

ス
ト
に
し
て
、
そ
の
間
に
僅
か
十
四
行
を
隔
て
て
出
て
い
る
の
で

坐
続
〉
ブ
（
》
Ｏ

玄
美
が
ｍ
ご
目
秒
と
匿
冨
を
区
別
せ
ず
共
に
憎
沈
と
訳
し
て

い
る
例
を
以
下
に
挙
げ
て
み
る
。
『
倶
舎
論
』
で
は
署
国
目
は

⑳

次
の
様
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

の
ご
冒
四
（
塞
ぎ
込
み
）
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
身
の
重
さ
、
心
の

重
さ
で
あ
り
、
身
体
の
事
に
耐
え
な
い
性
質
で
あ
り
、
心
の
事
に
耐

え
な
い
性
質
で
あ
る
。

、
ご
脚
ｐ
ｐ
ｇ
罠
畠
菌
目
鼻
．
菌
ぽ
い
目
侭
匡
昌
国
○
群
菌
唱
吋
匡
国
丙
ご
申

冨
Ｈ
日
自
制
国
・
胃
巴
〈
間
目
目
制
３
．
云
何
憎
沈
。
謂
身
重
性
、
心

重
性
、
身
無
堪
任
性
、
心
無
勘
任
性

玄
英
は
こ
の
よ
う
に
の
ご
自
画
を
憎
沈
と
訳
し
て
い
る
。
Ｈ
号
．
訳

は
Ｈ
日
侭
、
恩
ゞ
で
あ
る
。
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
は
『
倶
舎
論
』
の
こ
の
定

義
を
、
ま
さ
し
く
医
冨
含
首
侭
冨
）
を
、
ｑ
習
騨
（
Ｈ
日
巨
嘱
冨
）

か
ら
区
別
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る
箇
所
に
於
い
て
、
鄙
昌
侭
の
Ｆ

（
塞
ぎ
込
み
）
を
定
義
す
る
語
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
従
っ
て

ｍ
ｑ
目
四
は
玄
奨
も
ツ
ォ
シ
カ
・
〈
も
共
に
「
塞
ぎ
込
み
」
（
憎
沈
、

Ｈ
目
侭
の
恩
）
と
解
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
が
ツ
ォ
ン
カ
パ
が
「
沈
み
込
み
」
を
説
明
す
る
た
め
に

引
用
し
た
「
中
辺
分
別
論
釈
』
（
弓
・
鍔
ご
中
の
厨
冨
の
語
を
も

⑳

玄
美
は
「
塞
ぎ
込
み
（
憎
沈
）
」
と
訳
し
て
い
る
。

⑳
屍
〆
丙
凹
口
禺
Ｑ
園
ゆ
Ｈ
ｐ
ゆ
く
①
ご
脚
。
④
の
胃
Ｐ
の
①
Ｈ
ｐ
ｐ
）
○
ｍ
○
骨
⑳
］
色
ロ
ロ
ロ
ぽ
ゅ
ｉ

舜
餌
ロ
．

目
冒
．
訳
］
①
旨
目
凋
昌
沮
秒
目
の
侭
侭
目
四
目
ｍ
』
胃
］
８
８
侭

け
障
旧
恒
頤
Ｑ
色
目
的
Ｈ
函
○
巳
己
ゆ
○
四
口
中

玄
英
訳
塀
怠
忘
聖
言
及
憎
沈
棹
挙

⑳

次
の
第
五
偶
で
も
玄
美
は
同
様
に
「
沈
」
と
訳
し
て
い
る
。
玄
美
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は
こ
の
様
に
「
沈
み
込
み
」
と
解
す
寺
へ
き
置
冒
の
語
を
も
、
ご
目
色

と
同
じ
訳
語
「
憎
沈
」
で
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
は
ツ
ォ

ン
カ
パ
が
注
意
を
促
し
た
よ
う
な
二
語
の
相
違
が
気
づ
か
れ
て
い

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
『
解
深
密
経
』
に
於
い
て
は

⑳

彼
は
次
の
様
に
二
語
を
区
別
し
て
訳
し
て
い
る
。

艮
口
訳
唱
岸
の
Ｈ
日
巨
鴨
冨
§
温
い
昌
箇
丙
冨
の
喧
眉
岼
厄
心
、
目

１

玄
英
訳
若
由
惜
沈
及
睡
眠
或
沈
没

こ
の
よ
う
な
不
統
一
は
医
怠
と
い
う
概
念
が
ま
だ
不
明
確
で
、

の
ご
習
四
と
の
区
別
が
つ
け
に
く
か
っ
た
時
代
の
状
況
を
反
映
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
『
ラ
ム
リ
ム
チ
ェ
ン
モ
』
を

漢
訳
し
た
現
代
中
国
の
翻
訳
者
法
尊
は
、
ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
の
解
説
を

読
ん
だ
以
上
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
二
語
の
相
違
を

明
確
に
区
別
し
て
、
の
ご
目
い
を
憎
沈
、
冨
冒
を
沈
没
と
訳
し
分

け
て
い
る
。

注

ツ
ォ
ン
カ
パ
著
「
ラ
ム
リ
ム
チ
ェ
ン
モ
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
九
八

五
年
に
青
海
民
族
出
版
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
も
の
を
使
用
す
る
（
略
号
、

Ｆ
罰
）
。

①
伊
嗣
や
ら
』
ゞ
己
ｌ
弓
．

②
旨
匡
・
』
や
巴
躁
や
ｇ
、

③
旨
昼
・
』
や
９
口
や
い

④
号
昼
・
〕
や
９
ｍ
面
‐
幹

⑤
ぎ
ほ
・
ゞ
噌
出
Ｓ
、
ｇ
ｌ
ｇ
つ
ゞ
ぃ

⑥
曹
園
・
》
や
、
ｇ
》
ｇ
‐
底
．

⑦
旨
昼
・
・
ｐ
ｇ
騨
甲
届
．

③
旨
昼
・
』
ロ
臼
・
志
１
局
．

、

⑨
園
．
留
鳥
旨
且
・
・
尊
§
鼻
息
言
ミ
ミ
陽
ミ
噌
亀
四
日
Ｐ
』
岳
囹
）

、

（
略
号
、
の
国
ご
』
ロ
函
急
》
屋
ｌ
底
．

⑩
○
．
門
口
Ｃ
ａ
＆
・
》
《
《
門
胃
留
口
の
胃
詳
四
目
目
号
①
冨
口
蔽
降
の
９
日
①

勧
尉
鼻
国
面
倒
ぐ
ゅ
目
勵
丙
Ｈ
四
日
④
】
》
草
寧
畠
富
ミ
国
重
、
昼
萱
皇
弓
、
董
吻
》
も
四
耳
目
陣

目
（
園
冨
○
さ
、
忌
認
）
、
や
臼
⑦
』
圏
ｌ
鵠
．

⑪
厨
言
苗
冒
○
○
切
目
四
２
．
．
月
雷
旬
等
§
ご
骨
、
ミ
ミ
里
、
幹
８
頁

酎
蚕
詞
ｅ
圏
碧
画
討
ミ
ミ
ョ
ｓ
命
侭
Ｐ
胃
、
、
望
管
勺
四
鉾
胃
、
１
画
Ｐ

＠
Ｆ
罰
や
臼
Ｐ
匡
‐
員

⑬
号
昼
・
』
ロ
臼
烏
や
届
．

⑭
吾
ａ
．
〕
喝
酎
匡
〕
届
１
日
い
い

⑮
、
国
昏
唱
＆
烏
）
目
ｌ
患
い
』
．

⑯
印
思
閏
ロ
紺
屋
ｏ
ぽ
＆
・
》
胃
ミ
ミ
ミ
言
ご
等
言
噌
冨
蔚
（
日
呂
討
。
、

胃
＠
の
つ
）
管
も
。
胃
『
国
司
－
酌

⑰
ぃ
原
昌
の
９
〉
冒
息
ミ
ミ
畠
曽
竜
ミ
ミ
尋
ミ
亀
（
団
胃
尉
》
己
Ｓ
）
．

や
謁
ゞ
？
算
拙
著
『
大
乗
荘
厳
経
論
の
研
究
』
（
京
都
、
一
九
八
四
）

己
虐
困
参
照
。

歩
⑬
Ｆ
屈
口
臼
卿
甲
巨
．

⑲
○
○
ｍ
旨
日
四
・
勺
・
群
・
・
や
諾
）
扇
‐
屋
．

⑳
○
．
門
口
○
Ｂ
ａ
・
ゞ
・
《
目
言
ａ
切
目
く
ゅ
鼠
胃
四
ｓ
④
ご
』
８
記
〆
口
目
』

閃
○
日
①
（
ら
ご
）
〕
や
少
科
の
）
○
○
巴
日
凹
○
や
。
芹
．
》
ロ
筐
ゞ
ロ
．
獣
．

④
弓
．
℃
Ｈ
昌
冨
口
呂
・
』
』
慧
菖
言
竜
ミ
§
（
〕
い
ぎ
ミ
昌
運
ｓ
旦
專
い
き
量
‐

今
鼠
冒
》
可
⑳
ご
囚
（
己
雪
）
ゞ
や
段
》
野
大
正
ぐ
巳
．
患
・
や
こ
〕
○
あ
‐

目
Ｃ
“

ハヘ

00



㉒
 
G

・
 N

a
g
a
o

 e
?

M
a
d
h
y

 
罗
卄 〇

/u  i
b
h
p
g

甲 bh

^'y
 a

 (
T
o
k
y
o
"
1
9
6
4 )■ 

p

 5
L

 

ー
ー

「D
e

r«1
6

• 
p
 

7

 
一
大
正 

v
o
l
・

 

3

厂 
p

・
 4

7
1
-

p
6

・
 

㉓
 

大
正 v

o
l
.
3
1
"
p
.  4

7
1
7

 

1
5
.

㉔
 
E

・
 L

a
m
o
t
f
e

 

e
d
:

 

S
a
/
m
d
h

ぎi
M
O
G
a
n
a
s
m
y
a
,

 

(
P
a
r
i
s
-
1
93
5)
"  

p
a
r
t

 
I
.  
p
・
ー
ー
2
.  

2
0

 
一
 

大
正 v

o
l
.
1
6
.  

p
.  7

0
1
.
2
2—

23.  

『
瑜
伽
師
地
論
』
で
も
玄
奘
は
惰
沈
と
沈
没
を
訳
し
分
け
て
い
る
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