
『
職
伽
師
地
論
』
の
「
本
地
分
五
識
身
相
応
地
」
（
巻
十
）
に
お

い
て
、
煩
悩
雑
染
、
業
雑
染
、
生
雑
染
が
そ
れ
ぞ
れ
説
明
さ
れ
た

後
、
そ
れ
ら
の
雑
染
を
断
ず
る
た
め
の
現
観
と
し
て
六
現
観
の
名

前
が
列
挙
さ
れ
る
（
大
ざ
』
や
隠
曽
》
恩
箇
。
冒
息
言
ご
塁
＆
・
田
富
‐

口
こ
こ
に
掲
げ
た
「
現
観
辺
智
諦
現
観
」
と
い
う
あ
ま
り
耳
慣
れ

な
い
言
葉
は
、
「
琉
伽
師
地
論
』
の
中
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
こ
の
語
が
意
味
す
る
事
柄
を
中
心
に
、
こ
の
語
が
形
成
さ
れ

た
背
景
と
、
さ
ら
に
そ
の
後
ど
う
受
け
取
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を

素
描
し
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
義
学
の
展
開
の
歴
史
を
探
訪
す
る
一
助

と
し
た
い
。

現
観
辺
智
諦
現
観

I 0

斥
肖
餌
ｑ
餌
や
鵠
巴
。
そ
れ
は
、
思
現
観
（
・
旨
圃
目
§
日
騨
冨
）
・
信

現
観
（
陣
四
目
園
ｇ
§
冒
葛
沙
）
・
戒
現
観
（
凹
面
ｇ
§
目
葛
幽
）
。
現
観

智
諦
現
観
（
四
ｇ
曾
目
菖
且
目
目
”
鼻
乱
目
冒
日
画
冒
）
。
現
観
辺
智
諦

現
観
（
四
ｇ
厨
騨
昌
騨
乱
具
時
皇
風
冒
四
の
鱒
ご
号
巨
“
騨
日
騨
冨
）
・
究
寛
現
観

（
昌
撰
目
ｇ
勝
騏
目
葛
拶
）
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
解

説
は
、
「
摂
決
択
分
五
識
身
相
応
地
」
（
巻
五
十
五
も
＆
急
＆
ふ
言

毘
）
に
お
い
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
六

現
観
は
、
法
を
聞
く
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
仏
智
を
獲
得
す
る
ま
で

の
仏
道
の
過
程
全
体
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
特
に
、

現
観
智
諦
現
観
と
現
観
辺
智
諦
現
観
は
そ
れ
ぞ
れ
、
見
道
（
旨
恩
‐

四
目
日
脚
盟
）
に
お
け
る
現
観
と
修
道
ｅ
園
ぐ
目
腎
自
侭
轡
）
に
お
け

る
現
観
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
。
現
観
辺
智
諦
現
観
に
つ
い

て
の
解
説
を
以
下
に
引
用
す
る
。

現
観
辺
智
諦
現
観
（
：
旨
い
鱒
目
色
圃
昌
冨
甘
習
瞬
閨
耳
号
巨
“
‐

宮

下

晴

輝
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四
目
葛
餌
）
と
は
何
か
。
現
観
の
後
に
得
ら
れ
る
智
が
現
観
辺

智
（
“
目
曾
目
沙
剴
具
房
旦
倒
目
）
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
智
は
ま

た
、
〔
三
心
よ
り
成
る
現
観
智
諦
現
観
の
〕
第
三
心
の
直
後

に
見
道
か
ら
出
定
し
た
者
（
ぐ
冒
斥
冒
国
）
に
よ
っ
て
現
前
化
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
以
前
の
世
間
智
（
両
目
時
旦
副
邑
騨
）
に
よ

っ
て
観
察
さ
れ
（
鼠
。
胃
§
）
確
定
さ
れ
た
（
ぐ
制
ぐ
霞
ぃ
昏
署
§
）

と
こ
ろ
の
、
下
地
に
つ
い
て
は
下
地
の
、
上
地
に
つ
い
て
は

上
地
の
諦
に
対
し
て
〔
生
じ
〕
、
法
・
類
智
（
目
日
日
目
ぐ
葛
‐

且
圃
圖
）
に
似
た
世
俗
智
（
ぬ
§
ぐ
昌
言
習
煙
）
で
あ
る
。
〔
そ
れ

に
は
〕
世
間
的
な
も
の
と
出
世
間
的
な
も
の
が
あ
り
、
出
世

間
後
得
智
宮
島
ｏ
茸
胃
砦
曇
冒
旨
目
冒
言
目
騨
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
諦
に
対
し
て
、
順
に
認
容
智
（
目
凰
且
目
巨
蝕
）
と
現
観
決
定

智
（
秒
目
冒
目
昌
自
豚
巳
且
倒
目
）
と
し
て
二
つ
づ
っ
生
ず
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
前
の
現
観
よ
り
出
定
し
た
者
に
、

上
あ
る
い
は
下
〔
地
〕
の
諦
に
対
し
て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
二

つ
づ
っ
の
智
が
、
現
観
辺
智
諦
現
観
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
前
者
の
智
（
認
容
智
）
は
、
言
語
〔
機
制
〕

（
“
四
目
冨
国
）
が
排
除
さ
れ
た
法
を
把
握
対
象
（
巴
四
日
盲
目
）
と

す
る
か
ら
、
無
分
別
（
目
く
涛
沙
巷
騨
）
で
あ
る
。
後
者
の
智
（
現

観
決
定
智
）
は
、
言
表
〔
機
制
〕
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
法

を
把
握
対
象
と
す
る
か
ら
、
有
分
別
（
の
画
く
房
巴
冨
）
で
あ
る
。

ま
た
、
前
者
は
見
所
断
の
煩
悩
の
随
眠
（
色
目
留
置
）
を
〔
身

体
と
し
て
の
〕
基
体
（
淑
国
葛
）
か
ら
断
じ
、
後
者
は
把
握
対

象
を
作
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
〔
再
〕
生
起
を
断

ず
る
。
ま
た
、
前
者
は
修
道
中
の
出
世
間
道
を
も
っ
て
断
じ

後
者
は
世
間
と
出
世
間
道
と
を
も
っ
て
断
ず
る
。

た
だ
世
間
道
だ
け
に
よ
る
随
眠
の
完
全
な
断
（
３
日
且
唱
〕
‐

礫
騨
）
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
世
間
〔
道
〕
は
、
す
で
に
経
験

さ
れ
て
い
る
も
の
（
ｐ
ｏ
５
）
で
あ
り
、
ま
た
意
味
形
態
（
昌
目
‐

ヰ
妙
）
に
対
す
る
固
執
（
騨
冒
目
ぐ
の
闇
）
に
よ
っ
て
生
起
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
〔
し
た
が
っ
て
、
〕
そ
れ
は
意
味
形
態
へ

の
固
執
を
も
っ
て
生
起
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
、
意
味
形
態
を
破
壊
す
る
（
ぐ
己
冒
四
目
の
自
騨
）
も

の
と
し
て
生
起
す
る
の
で
は
な
い
。
〔
し
た
が
っ
て
ま
た
、
〕

意
味
形
態
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
生
起
す
る
の
で
は
な
い

か
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
麓
重
（
§
扁
曾
巳
冨
）
を

完
全
に
断
ず
る
も
の
と
し
て
生
起
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

故
に
、
そ
れ
〔
世
間
道
〕
に
よ
る
随
眠
の
完
全
な
断
は
な
い

の
で
あ
る
。（

目
昏
２
四
目
弓
①
嵐
］
弱
①
ｇ
間
貸
『
酌
四
国
’
ず
野
口
①
Ｈ
函
①
①
白

の
冒
窓
ウ
？
ざ
ゅ
穿
大
き
〕
や
ｇ
②
画
？
闇
）

以
上
の
解
説
に
よ
る
と
、
こ
こ
に
「
現
観
辺
智
諦
現
観
」
と
い
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わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
説
一
切
有
部
の
教
義
学
の
中
で
い
わ
ゆ
る

「
現
観
辺
の
世
俗
智
」
（
：
ご
ｍ
Ｐ
目
且
凸
昌
民
騨
目
の
煙
日
ぐ
稗
言
圏
５
日
）

と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
推

測
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
他
の
い
く
つ
か
の
概
念
も
説
一
切
有
部
の

教
義
学
を
前
提
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
概
念
の
規
定
内
容
は
説
一
切
有
部
に
よ
る
そ

れ
を
は
る
か
に
越
え
、
こ
と
に
「
現
観
辺
智
諦
現
観
」
の
場
合
は

も
は
や
換
骨
奪
胎
に
近
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
説
一
切

有
部
に
よ
る
「
現
観
辺
の
世
俗
智
」
の
規
定
は
、
後
に
も
見
て
い

く
が
、
そ
れ
の
教
義
学
中
に
お
け
る
位
置
は
き
わ
め
て
特
殊
な
も

の
が
あ
る
。
そ
れ
に
皎
ぺ
て
こ
こ
の
「
現
観
辺
智
諦
現
観
」
は
、

出
世
間
智
に
対
す
る
出
世
間
後
得
智
と
し
て
、
『
琉
伽
師
地
論
』

の
教
義
学
中
、
実
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。

こ
こ
に
は
さ
ら
に
も
う
一
つ
注
目
す
寺
へ
き
記
述
が
あ
る
。
そ
れ

は
～
世
間
道
と
出
世
間
道
と
に
よ
る
断
煩
悩
自
体
の
相
違
を
明
示

し
、
し
か
も
そ
の
理
由
に
「
意
味
形
態
へ
の
固
執
」
（
日
日
洋
風
目
‐

目
ぐ
の
笛
）
と
い
う
事
態
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
説
一

切
有
部
の
教
義
学
の
場
合
、
そ
れ
が
世
間
道
で
あ
れ
出
世
間
道
で

あ
れ
、
煩
悩
を
断
ず
る
と
い
う
事
態
そ
の
こ
と
に
差
異
を
認
め
な

い
。
た
だ
し
、
出
世
間
道
に
よ
っ
て
は
そ
の
道
果
と
し
て
離
繋
果

（
ぐ
厨
騨
日
冒
盟
吾
煙
崗
）
が
得
ら
れ
る
と
い
う
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、

煩
悩
の
断
そ
の
も
の
は
、
ど
の
道
に
よ
っ
て
も
、
煩
悩
の
「
得
の

切
断
」
（
冒
号
胃
呂
の
§
）
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
「
得
」
（
冒
号
三

と
い
う
説
一
切
有
部
独
自
の
概
念
は
、
煩
悩
と
心
相
続
（
ｏ
岸
冨
の
沙
‐

目
島
）
と
の
繋
縛
（
ｍ
四
日
冒
唱
）
関
係
を
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら
れ

①る
。
と
い
う
の
は
、
説
一
切
有
部
の
教
義
学
で
は
、
い
か
な
る
法

で
あ
れ
法
そ
れ
自
体
の
存
在
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な

ん
ら
か
の
法
と
し
て
定
立
さ
れ
る
限
り
の
法
は
す
今
へ
て
そ
の
自
相

②

を
も
っ
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
煩
悩
を

断
ず
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
煩
悩
法
自
体
の
存
在
の
消
去
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
と
の
繋
縛
関
係
の
廃
棄
を
意
味
す

る
。
つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
の
煩
悩
と
の
繋
縛
関
係
が
あ
る
か
否
か

③

は
得
法
の
有
無
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
断
煩
悩
と
い
う
事
態
は
、
説
一
切
有
部
の
教
義
学
の
基
底
を

な
す
「
法
」
の
概
念
規
定
そ
の
も
の
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い

え
よ
”
フ
。

、
、
、

そ
れ
に
対
し
て
『
琉
伽
師
地
論
』
の
場
合
、
世
間
道
は
煩
悩
の

、
、

④

随
眠
（
Ｉ
種
子
）
を
制
圧
（
目
侭
薗
国
損
伏
）
す
る
に
す
ぎ
ず
、

そ
の
随
眠
の
完
全
な
断
（
の
“
日
巨
品
目
目
）
は
出
世
間
道
に
よ
っ
て

⑤

得
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
説
一
切
有
部
の
教
義
学
と
の
こ
の
よ

う
な
相
違
の
理
由
は
、
「
得
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
「
種
子
」
と

い
う
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
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い
わ
ゆ
る
種
子
説
の
導
入
で
あ
る
。
し
か
し
も
っ
と
根
本
的
な
理

由
は
、
先
の
引
用
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
世
間
道
の
規
定
、
す
な

わ
ち
「
意
味
形
態
へ
の
固
執
」
と
関
連
す
る
と
い
え
る
。

「
意
味
形
態
」
と
こ
こ
に
訳
し
た
日
日
淳
国
（
相
）
と
い
う
語

は
、
説
一
切
有
部
の
教
義
学
の
中
で
は
、
特
に
「
想
」
（
３
且
３
）

の
定
義
「
対
象
の
昌
日
詳
圃
を
取
る
こ
と
」
（
ぐ
厨
葛
騨
昌
目
芹
。
荷
‐

且
５
９
）
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
『
倶
舎
論
』

の
註
釈
に
よ
れ
ば
、
「
昌
日
騨
冨
と
は
、
対
象
の
差
異
（
ぐ
雷
冒
ぐ
‐

扉
＄
餌
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
男
・
女
な
ど
と
い
う
把
握
対
象
（
巴
鱈
‐

冒
冨
目
）
を
定
立
す
る
因
（
ぐ
制
く
四
の
言
目
①
目
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
」

弓
①
園
長
且
．
曽
切
呂
士
且
．
目
ｌ
腱
）
と
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
前

に
あ
る
対
象
を
「
男
で
あ
る
」
と
か
「
女
で
あ
る
と
」
発
想
し
定

立
す
る
因
と
な
る
も
の
が
日
日
詳
冨
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
「
対
象
の
差
異
」
と
し
て
対
象
に
属
す
る
も
の
で
あ
る

と
一
応
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
薄
暗
が
り
の
中
で
杭
（
ぐ
箇
怠
）
を

人
（
巴
四
目
富
目
）
と
誤
認
す
る
場
合
、
「
人
」
と
い
う
意
味
を
発
想

⑥

す
る
因
で
あ
る
口
冒
詳
菌
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん

杭
の
形
が
人
の
形
に
似
て
い
た
か
ら
こ
ん
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い

る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
実
は
杭
の
形
を
見
て
い
る

と
は
い
え
、
そ
こ
に
認
知
さ
れ
て
い
る
の
は
「
人
」
な
の
だ
か
ら
、

「
人
の
形
を
し
た
杭
」
の
昌
日
芹
冨
・
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
ま
さ
し
く
「
人
」
の
凰
目
澤
冨
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
人
の
形
を
し
た

杭
」
の
日
日
詳
冨
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
な
ら
、
「
人
の
形
を
し

た
杭
で
あ
る
」
と
発
想
す
る
に
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
人
」
を

発
想
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
「
人
」
の
已
目
岸
冨
が
与

え
ら
れ
て
い
る
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
逆
に
、
薄

暗
が
り
の
中
で
人
を
杭
と
誤
認
す
る
と
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
な
る
と
も
は
や
実
際
に
存
在
す
る
の
は
人
で
も
杭
で
も
ど
ち

、
、
、
、
、
、
、
、

ら
で
も
よ
く
、
む
し
ろ
そ
こ
に
人
の
よ
う
な
杭
の
よ
う
な
形
が
あ

り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
問
題
は
、
時
に
「
人
」
の
昌
目
茸
騨
が
出

現
し
、
時
に
「
杭
」
の
昌
目
芹
騨
が
出
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一

般
化
し
て
言
え
ば
、
そ
こ
に
存
在
す
る
対
象
に
よ
っ
て
一
義
的
に

昌
日
洋
苗
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も

ち
ろ
ん
対
象
が
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
に
昌
目
茸
煙
だ
け
が
出
現

⑦

す
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
実
と
し
て
見
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
対
象
を
何
と
し
て
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
発

想
す
る
か
と
い
う
事
態
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま

た
、
言
葉
を
知
ら
な
い
者
は
い
か
に
対
象
が
与
え
ら
れ
て
も
、
そ

れ
を
そ
れ
と
し
て
発
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
場

合
は
、
そ
の
対
象
に
対
す
る
本
来
の
ロ
自
尽
菌
が
出
現
し
な
い

こ
と
に
な
る
・
そ
の
よ
う
な
事
態
を
指
し
て
、
色
巳
目
算
閉
Ｐ
自
国
四
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と
い
わ
れ
て
い
る
。

言
語
表
現
（
ぐ
急
ぐ
煙
罰
国
）
に
巧
み
で
な
い
者
は
、
言
葉
を

学
習
し
て
い
な
い
の
で
、
形
状
（
Ｈ
号
騨
）
に
対
し
て
〔
な
ん

ら
か
の
〕
発
想
（
⑭
Ｐ
且
目
）
は
生
じ
る
が
、
「
形
状
で
あ
る
」

と
い
う
〔
発
想
は
生
じ
〕
な
い
。
だ
か
ら
「
口
目
岸
薗
の
な

い
発
想
」
（
四
日
目
芹
騨
の
沙
且
副
）
と
い
わ
れ
る
。

（
堅
守
号
鼠
暮
色
竜
曽
争
の
亀
嵩
塁
８
急
追
急
一
二
割
ｍ
建
念
①
Ｑ
爲
凹
匿
い
や
繧
・

］
ｌ
胃
『
）

こ
の
よ
う
に
、
昌
日
岸
国
は
対
象
の
意
味
や
言
葉
に
深
く
関
わ
っ

た
概
念
で
あ
る
。
延
思
ミ
言
§
昌
箇
ミ
藍
§
曼
邑
に
お
い
て
、
「
想
」

（
＄
且
３
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。

想
の
相
と
は
何
か
。
発
想
す
る
（
い
ぃ
且
目
目
』
の
自
画
巨
騨
畠
）

と
い
う
相
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
昌
目
洋
画
を
取
る
こ
と
、
ま

た
、
・
冒
騨
を
取
る
こ
と
を
自
体
と
す
る
。
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
見
聞
覚
知
さ
れ
た
こ
と
（
身
駕
鼠
冒
冨
目
鼻
四
ぐ
言
騨
沙
）

に
し
た
が
っ
て
、
意
味
（
少
昌
屋
）
を
言
葉
で
表
わ
す
（
罰
冒
‐

員
秒
冒
国
巳
の
で
あ
る
。

（
円
き
黒
騨
口
勺
の
宮
口
的
①
９
画
唾
Ｐ
ｑ
ｌ
“
》
具
．
堅
い
駒
尋
割
ご
点
や

函
》
］
②
ｌ
］
の
）

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
日
日
詳
菌
は
、
『
職
伽
師
地
論
」
に
お
い
て

は
、
「
相
・
名
・
分
別
・
真
如
・
正
智
」
と
い
う
五
法
の
一
つ
と

⑧

し
て
、
「
唯
識
」
を
成
り
立
た
せ
る
重
要
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
’
一
カ
ー
ャ
あ
る
い
は
大
乗
経
典
の
中
で
は
特
に

Ｐ
日
日
詳
冨
（
無
相
）
と
い
う
表
現
の
も
と
し
ば
し
ば
こ
の
語
が
用

⑨

い
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
四
日
目
拝
冨

と
い
う
語
は
、
「
意
味
形
態
に
対
す
る
固
執
」
か
ら
離
れ
る
こ
と

を
表
わ
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
「
意
味
形

態
に
対
す
る
固
執
」
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
世
間

と
出
世
間
の
差
異
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
説
一
切

有
部
は
法
と
し
て
定
立
さ
れ
た
も
の
は
す
べ
て
自
相
を
も
っ
て
成

立
し
て
い
る
と
す
る
が
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
法
の
定
立
と
い
う
そ

の
こ
と
自
体
の
う
ち
に
い
つ
の
ま
に
か
ひ
そ
み
込
む
「
意
味
形
態

に
対
す
る
固
執
一
こ
そ
が
、
こ
こ
に
き
わ
め
て
重
大
な
課
題
と
な

っ
て
き
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
ま
た
、
「
教
義
学
」
そ
の
こ
と
自
体
の
成
立
根
拠
を
問
う
こ
と

に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
経
典
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
意
味
形
態
に

対
す
る
固
執
か
ら
解
き
放
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
。
教
義
学
は
、
そ
れ
が
い
か
に
実
現
で
き
る
の
か
を
時
の
言

葉
を
も
っ
て
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
膨
大
な
『
琉
伽
師
地
論
』
は
、

単
に
一
人
の
手
に
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ

か
の
新
古
の
層
に
分
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
多
少
矛
盾
す
る
記
述
も
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と
も
に
一
つ
の
も
の
に
組
み
込
ま
れ
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
新
古
の
層
が
分
析
さ
れ
、
あ
る
思
想
の
形
成
過
程
が
説

明
さ
れ
た
に
し
ろ
、
い
っ
た
い
こ
の
膨
大
な
量
の
ま
ま
に
一
つ
に

編
纂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
膨
大
さ
が
そ
の
ま
ま
『
琉
伽
師
地
論
』
の
基
底
に
あ
る
課
題

の
重
さ
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

説
一
切
有
部
の
教
義
学
の
中
に
は
、
い
く
つ
か
の
特
殊
な
概
念

が
あ
る
。
そ
の
な
か
の
一
つ
に
「
不
生
法
」
（
曾
目
吾
四
昏
巳
〕
胃
冒
騨
）

と
い
う
概
念
が
あ
る
。
「
現
観
辺
の
世
俗
智
」
は
こ
の
不
生
法
の

典
型
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
確
定
し
た
教

義
学
に
よ
れ
ば
（
以
下
は
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
巻
三
十
六

に
よ
る
）
、
こ
の
「
現
観
辺
の
世
俗
智
」
が
現
観
辺
と
名
づ
け
ら
れ

る
の
は
、
苦
辺
・
集
辺
・
滅
辺
を
現
観
し
て
こ
の
智
が
得
ら
れ
る

か
ら
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
苦
辺
の
現
観
と
は
苦
諦
に

つ
い
て
の
完
全
な
現
観
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
苦
法
智
に

お
い
て
は
こ
の
智
は
起
こ
ら
ず
、
苦
類
智
に
お
い
て
起
こ
る
。
そ

の
他
の
諦
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
道
諦
に
つ
い
て

い
え
ば
、
仏
と
い
え
ど
も
種
姓
の
異
な
る
も
の
の
道
を
修
す
る
こ

と
は
な
い
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
道
諦
を
修
し
尽
く
す
と
い
う
こ
と
は

]［

な
い
が
故
に
、
道
類
智
に
お
い
て
は
こ
の
智
は
起
こ
ら
な
い
。
ま

た
、
こ
の
世
俗
智
は
見
道
に
所
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
か
ら
、
修

道
に
含
ま
れ
る
道
類
智
に
て
は
起
こ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
智
が
起
こ
る
と
き
の
所
依
身
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
異
生
身

で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
見
道
の
所
依
身
と
同
じ
く
随
信
随
法
行

身
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
随
信
随
法
行
身
は
、

見
道
と
現
観
辺
の
世
俗
智
と
の
二
つ
の
所
依
身
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
と
こ
ろ
が
、
見
道
位
に
お
い
て
は
見
道
の
所
依
身
が
起
こ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
世
俗
智
の
所
依
身
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
。

修
道
に
至
れ
ば
信
解
・
見
至
の
身
が
起
こ
る
。
し
た
が
っ
て
つ
い

に
こ
の
世
俗
智
の
所
依
身
は
得
ら
れ
ず
、
こ
の
智
も
畢
寛
し
て
起

こ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
現
観
辺
の
世
俗
智
の

所
依
が
生
ず
る
機
会
が
存
在
せ
ず
、
所
依
の
欠
落
に
よ
っ
て
、
現

観
辺
の
世
俗
智
は
つ
い
に
未
来
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
生
起
す
る

こ
と
が
な
く
、
非
択
滅
を
得
て
、
も
は
や
現
前
す
る
こ
と
な
く
不

生
法
と
な
る
。
た
だ
見
道
位
の
三
類
智
に
お
い
て
、
そ
の
未
来
の

現
観
辺
の
世
俗
智
の
得
法
の
み
を
修
す
る
と
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
説
一
切
有
部
の
教
義
学
の
中
で
「
現
観
辺
の
世
俗

智
」
が
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
地
位
を
獲
得
す
る
ま
で
に
ど
の
よ
う

な
変
遷
が
あ
っ
た
の
か
。
い
っ
た
い
何
の
た
め
の
い
か
な
る
教
義

概
念
で
あ
っ
た
の
か
。
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『
集
異
門
足
論
』
に
お
い
て
、
「
教
誠
示
導
」
（
“
冒
職
の
目
召
乱
‐

武
冨
昌
沙
）
を
定
義
す
る
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

若
有
麸
拐
、
能
為
他
宣
説
、
此
是
苦
聖
諦
応
遍
智
、
乃
至
、

此
是
趣
苦
滅
道
聖
諦
応
修
習
、
亦
能
令
他
聞
、
已
起
諦
順
忍

得
現
観
辺
世
俗
智
、
名
教
誠
自
在
亦
名
示
導
。

（
大
忠
ゞ
や
笛
。
い
や
届
）

こ
こ
に
「
謡
順
忍
を
起
こ
し
お
わ
っ
て
、
現
観
辺
世
俗
智
を
得
せ

し
め
る
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
諦
順
忍
」
と
「
現
観
辺
の
世

俗
智
」
に
つ
い
て
は
、
『
発
智
論
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

得
諦
順
忍
、
苦
現
観
辺
者
於
苦
忍
楽
顕
了
是
苦
、
集
現
観
辺

者
於
集
忍
楽
顕
了
是
集
。

（
大
患
》
や
や
喝
９
且
当
留
・
）

こ
こ
に
い
う
「
諦
順
忍
」
（
、
“
ご
曲
目
巳
○
目
脚
厨
目
武
巳
と
は
、
「
順

忍
」
「
順
諦
忍
」
「
随
順
諦
忍
」
と
も
訳
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
順
決
択

⑩

分
四
善
根
位
に
お
け
る
忍
位
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
な
に
故
に
忍

位
だ
け
が
「
順
諦
」
と
い
う
限
定
語
を
受
け
る
の
か
と
い
え
ば
、

そ
れ
は
忍
位
が
聖
諦
現
観
に
き
わ
め
て
随
順
し
、
見
道
に
隣
近
し

⑪

て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
『
婆
沙
論
』
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
『
集
異
門
足
論
』
や
『
発
智
論
』
に
述
べ
ら
れ
る
「
現
観
辺
の

世
俗
智
」
は
、
見
道
に
入
る
以
前
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
発

智
論
』
に
は
「
苦
現
観
辺
」
と
は
、
苦
に
対
し
て
、
こ
れ
は
苦
な

り
と
忍
楽
し
顕
了
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
『
婆
沙

論
』
は
そ
れ
を
説
明
し
て
、
「
苦
諦
順
忍
を
縁
ず
る
こ
と
で
あ
る
」

と
い
い
、
さ
ら
に
こ
の
場
合
の
「
辺
」
の
意
味
は
、
忍
が
見
道
に

近
い
か
ら
辺
と
名
づ
け
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
に
み
ら
れ
る
「
現
観
辺
の
世
俗
智
」
は
、
現
観
直
前
に
起
こ
る

世
俗
智
で
あ
り
、
し
か
も
忍
位
に
お
い
て
観
察
さ
れ
た
四
諦
の
い

ち
い
ち
に
つ
い
て
も
う
一
度
「
こ
れ
は
苦
な
り
」
等
と
確
認
（
Ｉ

忍
楽
顕
了
）
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
忍
そ
の

も
の
も
世
俗
智
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

も
と
も
と
は
忍
の
は
た
ら
き
を
現
観
辺
の
世
俗
智
と
呼
ん
だ
の
か

も
知
れ
な
い
。
だ
が
『
婆
沙
論
』
で
は
「
苦
諦
順
忍
を
縁
ず
る
」

と
す
る
か
ら
、
忍
の
直
後
に
起
こ
る
世
俗
智
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。対

象
の
直
接
的
な
観
察
（
知
）
と
そ
の
観
察
自
身
に
つ
い
て
の

知
と
が
、
し
ば
し
ば
区
分
さ
れ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
前
五
識

⑫

と
意
識
の
区
別
に
つ
い
て
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
無
分
別

な
る
知
と
有
分
別
な
る
知
と
の
区
別
で
も
あ
る
。
前
者
の
知
は
後

者
の
知
に
よ
っ
て
知
と
し
て
確
定
す
る
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
の

「
現
観
辺
の
世
俗
智
」
と
い
う
教
義
概
念
も
、
こ
の
よ
う
な
知
自

身
の
成
立
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
教
義
学
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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『
発
智
論
』
に
至
る
ま
で
は
、
お
そ
ら
く
「
現
観
辺
の
世
俗
智
」

と
い
え
ば
諦
順
忍
を
得
て
起
こ
る
も
の
で
あ
り
、
見
道
位
に
入
る

前
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
『
発
智
論
』
の
当

該
箇
所
に
対
し
て
、
『
婆
沙
論
』
で
も
同
様
に
註
釈
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
婆
沙
論
』
の
そ
れ
以
外
の
箇
所
で
は
、
い
わ
ゆ
る

見
道
位
に
お
け
る
現
観
辺
の
世
俗
智
の
み
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
「
現
観
辺
の
世
俗
智
」
と
い
う
教
義
概
念
の
教
義
学
上
の
地

位
は
、
『
婆
沙
論
』
を
編
纂
す
る
過
程
の
中
で
大
き
く
変
更
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
い
う
な
れ
ば
、
き
わ
め
て
特
殊
な
地

位
を
あ
て
が
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
阿
毘

曇
心
論
』
や
「
雑
阿
毘
曇
心
諭
』
に
も
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て

⑬

い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
更
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
四
善
根

位
中
の
忍
位
自
身
が
『
婆
沙
論
』
の
中
で
き
わ
め
て
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
四
諦
十
六
行
相
に
よ
る
複
雑
な
観
察
方
法

が
組
み
立
て
ら
れ
、
忍
位
の
地
位
が
確
定
さ
れ
て
い
く
中
で
、
「
現

観
辺
の
世
俗
智
」
と
の
関
連
を
問
題
に
し
て
い
く
余
地
が
残
さ
れ

な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

説
一
切
有
部
の
教
義
学
の
流
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の

影
響
を
十
分
に
受
け
、
む
し
ろ
そ
の
流
れ
に
対
す
る
批
判
を
も
含

Ⅲ

む
『
聡
伽
師
地
論
』
は
、
逆
に
、
「
現
観
辺
の
世
俗
智
」
の
地
位

を
復
権
し
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
出
世
間

後
得
智
と
い
う
決
定
的
な
地
位
で
あ
る
。

『
倶
舎
論
』
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
い
く
ぶ
ん
伝
え
て
い
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
現
観
辺
の
世
俗
智
に
つ
い
て
、
説
一
切
有
部
の

正
統
説
を
祖
述
し
た
後
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
い
を
出
す
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
現
観
辺
の
世
俗
智
は
不
生
法
で
あ
り
、
現
前
す
る
こ

と
が
な
い
の
な
ら
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
智
を
修
す

る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
か
、
と
。
説
一
切
有
部
は
、
得

（
胃
：
陣
）
に
よ
っ
て
修
す
る
と
答
え
る
。
つ
ま
り
、
法
自
体
を
修

す
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
法
に
つ
い
て
の
得
と
い
う
法
を
修
す

る
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
得
」
と
い
う
語
は
、
ま
さ
に
「
得
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
得
る
の
か
と
い
う
問
い
に

対
し
て
、
得
る
か
ら
得
る
の
だ
と
答
え
た
こ
と
に
な
る
。
『
倶
舎

論
』
作
者
は
こ
の
点
を
指
摘
し
、
こ
ん
な
答
え
方
は
い
ま
ま
で
聞

い
た
た
め
し
が
な
い
と
噸
笑
す
る
。
そ
し
て
「
昔
の
ア
ー
チ
ャ
ー

ル
ヤ
た
ち
」
令
日
乱
国
ｑ
ｇ
）
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
い
え
ば
よ

い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

出
世
間
道
の
性
能
（
３
日
胃
詐
辱
騨
）
に
も
と
づ
い
て
世
俗
智

が
修
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
ｇ
卦
四
目
冒
唱
。
ｇ
島
）
。
そ
の
〔
見

道
〕
か
ら
出
定
し
た
者
は
、
諦
を
把
握
対
象
と
す
る
、
よ
り
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す
ぐ
れ
た
世
間
智
を
現
前
化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
〔
世
俗

智
〕
の
現
前
に
対
し
て
性
能
あ
る
基
体
（
、
煙
目
閂
昏
瞭
国
司
）
の

獲
得
こ
そ
が
、
そ
れ
〔
世
俗
智
〕
の
獲
得
な
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
〔
金
〕
の
鉱
脈
（
唱
前
四
）
が
獲
ら
れ
た
と
き
、
鉱

脈
よ
り
と
れ
る
〔
金
〕
（
彊
員
邑
冨
）
が
獲
ら
れ
た
〔
と
い
う

の
と
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
〕
。

（
堅
守
》
鼠
琴
急
ミ
ミ
忌
計
風
魯
守
琴
画
吻
廷
邑
①
ｇ
吋
討
ｐ
Ｑ
Ｐ
戸
秒
ご
》
や
』
つ
＠

画
Ｃ
ｌ
怪
Ｃ
『
・
』
）

ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
は
、
こ
の
「
昔
の
ア
ー
チ
ャ
ー
ル
ヤ
た
ち
」
と

⑭

は
倒
○
魁
。
胃
農
で
あ
る
と
註
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
文
脈
を
そ
の
ま
ま
『
琉
伽
師
地
論
』
に
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
「
摂
決
択
分
声
聞
地
」
（
巻
六
十
九
）
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に

言
わ
れ
て
い
る
。

見
道
に
進
み
い
っ
た
彼
〔
行
者
〕
は
、
種
子
を
浄
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
以
前
に
薫
習
さ
れ
た
そ
の
有
漏
な
る
善
の

世
俗
智
を
修
す
る
（
ｇ
図
昌
目
）
。
現
観
辺
に
お
い
て
、
見

道
か
ら
出
定
し
た
彼
に
は
、
以
前
に
は
解
脱
し
た
こ
と
が
な

い
見
所
断
の
諸
法
か
ら
解
脱
を
も
た
ら
す
そ
の
〔
世
俗
智
〕

が
再
び
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
聖
者
面
ｑ
ｇ
且
咀
置
）
は
、
見
所
断
の
煩
悩
が
断

ぜ
ら
れ
た
こ
と
を
確
か
に
認
知
す
る
。

（
月
号
昇
酌
ロ
勺
①
国
ご
頤
①
昌
圃
』
画
『
三
塁
１
つ
郡
己
①
Ｈ
ｍ
ｏ
①
ｇ

印
匡
瞬
弓
？
司
大
ぢ
』
も
ふ
総
ｏ
ｇ
ｌ
圏
）

「
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
』
（
含
置
き
ミ
ミ
亀
吟
ミ
ミ
Ｒ
曼
忌
）
に
お
い
て

は
、
現
観
は
十
種
に
区
分
さ
れ
、
そ
の
中
の
「
真
現
観
」
（
冨
芹
割
‐

：
匡
笛
目
昌
四
）
と
「
後
現
観
」
（
冒
稗
目
目
園
目
昌
四
）
に
つ
い
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
述
寒
へ
ら
れ
て
い
る
。

真
現
観
（
冨
詐
３
９
房
騨
目
葛
騨
）
と
は
何
か
。
見
道
の
十
六

心
刹
那
を
獲
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
見
道
に
お
い
て
、
謡

を
定
立
す
る
（
鯨
騨
ご
騨
昌
“
ぐ
餌
い
昏
骨
少
昌
昌
）
現
観
辺
の
世
俗
智

（
号
巨
、
四
目
目
自
営
園
日
切
四
日
目
且
副
３
日
）
を
獲
る
（
胃
餌
巨
‐

鋤
目
目
算
の
）
が
、
現
前
化
す
る
の
で
は
な
い
（
目
曾
伽
閂
日
目
‐

房
目
冨
Ｈ
ｏ
ｇ
。
そ
れ
ら
〔
現
観
辺
の
世
俗
智
〕
は
、
修
道
に

お
い
て
現
前
化
す
る
。

後
現
観
（
冒
鴛
冒
目
厨
騨
日
騨
冨
）
と
は
何
か
。
す
べ
て
の
修

道
で
あ
る
。（

勺
①
冨
口
噸
①
９
Ｆ
〕
四
四
］
四
ｍ
ｌ
『
郡
昌
、
』
ぬ
田
討
魯
堂
ｓ
や
］
い
い

］
⑭
１
画
画
）

こ
の
『
大
乗
阿
毘
達
磨
集
論
』
の
内
容
も
『
倶
舎
論
』
と
符
合
し

て
い
る
と
い
え
よ
毒
フ
。

以
上
、
「
現
観
辺
智
諦
現
観
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
る
ア
ビ
ダ

ル
マ
教
義
学
の
展
開
の
一
面
を
考
察
し
た
。

『ー戸
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註
①
拙
稿
「
連
合
と
結
合
」
（
印
仏
研
宙
ｌ
騨
匿
霞
）
や
邑
望
ｌ
ｇ
団

参
照
。

②
拙
稿
「
『
倶
舎
論
』
に
お
け
る
本
無
今
有
論
の
背
景
」
（
仏
教
学
セ

ミ
ナ
ー
造
．
岳
誤
）
や
岳
参
照
。

③
前
註
①
拙
稿
や
巳
訊
以
下
参
照
。

④
『
聡
伽
論
』
に
お
け
る
「
随
眠
」
の
概
念
は
、
「
種
子
」
と
同
義
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
『
聡
伽
論
』
巻
五
十
一
己
記
胃
巨
占
霞
ご
こ
参
照
。
眉
侭
‐

ロ
弾
秒
．
３
昌
巨
・
い
ぼ
騨
凹
の
語
に
つ
い
て
は
』
喜
鼠
言
衰
ミ
昌
亀
冒
恵
§
‐

曽
罫
爵
旨
や
暗
『
＆
参
照
。

⑥
昌
協
冨
四
と
巳
自
己
９
コ
沙
と
の
差
異
に
つ
い
て
は
竪
罫
鼠
言
黄
昌
‐

忌
野
○
玲
急
守
吾
詞
也
廷
承
で
．
］
Ｐ
］
↑
ｌ
］
の
（
四
Ｑ
，
［
’
四
屯
青
い
、
吾
屋
一
国
員
吾
画
ｍ
Ｐ
怪
ｌ
や
函

閂
倉
珪
ミ
ミ
言
胃
晨
ゥ
］
上
参
照
。

目
§
ご
ミ
碁
笥
に
よ
れ
ば
、
巴
胃
ロ
ヴ
四
口
四
と
は
、
「
そ
の
な
ん
ら
か

の
表
象
（
目
目
ｇ
｝
冒
胃
旨
園
３
，
騨
胃
四
）
が
生
ず
る
こ
と
を
通

し
て
、
心
心
所
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
も
の
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ

の
場
合
の
「
表
象
」
（
胃
鼻
旨
目
出
）
あ
る
い
は
「
認
知
形
象
」
（
牌
‐

間
ｐ
）
の
原
因
に
相
当
す
る
も
の
が
、
「
意
味
形
態
」
（
日
日
詳
国
）
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑦
こ
こ
で
い
う
「
対
象
」
と
は
、
認
知
内
容
と
は
別
に
実
在
す
る
と

考
え
ら
れ
る
「
対
象
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
門
島
昌
ミ
言

色
詩
ご
唖
邑
。
』
丙
望
ぐ
‐
喝
）
に
は
、
「
杭
」
と
「
人
」
と
の
誤
認

に
関
し
て
、
「
杭
に
対
し
て
人
で
あ
る
と
す
る
識
知
（
ご
言
目
色
）
は
、

杭
を
把
握
対
象
（
巴
騨
日
９
口
四
）
と
す
る
以
外
に
は
な
く
、
し
か
も
そ

こ
に
人
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
対
象
（
ぐ
耐
昌
⑳
）
が
全
く
存
在
し
な

い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
対
象
」
と
は
、

「
人
」
を
認
知
し
て
い
る
認
知
に
と
っ
て
の
認
知
内
容
そ
の
も
の
の

対
象
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

③
五
法
に
つ
い
て
は
、
『
職
伽
論
』
巻
七
十
二
、
七
十
三
言
．
＄
胃

思
当
冨
凹
隠
）
参
照
。
上
述
の
問
題
に
つ
い
て
、
『
聡
伽
論
』
の
こ

の
箇
所
の
厳
密
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

⑨
桜
部
建
「
無
相
心
三
昧
に
つ
い
て
」
（
『
壬
生
博
士
頌
寿
記
念
仏

教
の
歴
史
と
思
想
』
岳
誤
）
参
照
。

⑩
『
婆
沙
論
』
隠
四
３
１
巨
》
膣
騨
巨
ｌ
届
参
照
。
ま
た
、
の
罰
ご
ｓ
ざ
‐

寺
号
園
》
鳶
《
（
①
。
、
の
ロ
ロ
戸
］
Ｐ
）
も
，
四
ｍ
ｍ
。
函
ｌ
⑳
》
四
画
Ｐ
』
Ｃ
ｌ
』
い
｝
岸
の
Ｐ
］
画
Ｉ
］
、

参
照
。

⑪
前
註
⑩
「
婆
沙
論
』
濃
四
国
ｌ
扇
参
照
。

⑫
き
ぎ
皇
ミ
冒
尋
凰
息
言
廻
ｓ
や
匡
吟
中
野
圏
．
扇
ｌ
誤
参
照
。

⑬
『
阿
毘
曇
心
論
』
や
留
目
ご
Ｅ
ｌ
鵠
》
『
阿
毘
曇
心
論
経
』
や
唖
認

ウ
届
ｌ
暗
当
雑
阿
毘
曇
心
論
』
己
や
ら
四
や
馬
参
照
。

⑭
閂
昌
昌
葺
言
目
ｇ
亀
一
四
四
参
照
。
ま
た
、
袴
谷
憲
昭
弓
日
乱
‐

・
胃
冒
考
」
（
印
仏
研
置
ｌ
蝉
岳
忠
）
参
照
。

戸八
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