
榛
苓
抄
Ⅲ

Ｊ
・
Ｗ
ｏ
ポ
イ
ド
『
サ
タ
ン
と
魔
ｌ
キ
リ
ス
ト
教

お
よ
び
仏
教
の
邪
悪
の
シ
ン
ポ
ル
ー
」

『
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
ヵ
』
の
校
訂
者
と
し
て
知
ら
れ
る
国
冒
昇
急
宮
島
“
ｇ

に
『
魔
と
仏
陀
（
胃
９
ｓ
震
員
団
員
§
急
】
晶
昌
）
』
と
い
う
著
作
が
あ
る

こ
と
を
私
が
知
っ
た
の
は
、
渡
辺
海
旭
師
の
「
欧
米
の
仏
教
』
に
よ
っ
て

で
あ
っ
た
と
思
う
か
ら
、
旧
制
文
学
部
在
学
中
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
標

題
に
大
い
に
興
味
を
引
か
れ
、
読
ん
で
見
た
い
と
思
っ
た
が
大
谷
大
学
の

＊

図
書
館
の
蔵
書
中
に
そ
れ
は
発
見
で
き
ず
、
そ
の
頃
の
私
は
他
処
に
求
め

る
す
尋
へ
も
も
た
な
か
っ
た
。
永
来
三
十
余
年
、
つ
い
に
今
日
ま
で
私
は
そ

の
害
に
接
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
時
冬
欧
人
の
研
究
書
や
論
文
の
中
に

そ
れ
が
参
照
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
の
好
著
で
あ
る
こ
と
を
推
察
す

る
の
み
で
あ
っ
た
。

は
じ
め
て
『
サ
ガ
ー
タ
ヴ
ァ
ツ
ガ
』
を
繕
い
た
と
き
（
昭
和
二
十
三
、

四
年
頃
）
、
そ
こ
に
天
神
（
：
ぐ
ゅ
団
．
：
く
名
目
園
）
、
魔
（
日
倒
砂
）
、
諸

種
の
梵
天
（
犀
昌
ｇ
四
口
》
〔
冨
騨
鼠
‐
〕
胃
昌
昌
“
ロ
》
胃
呂
目
Ｐ
ｌ
冨
己
ｍ
旦
看
》

ｇ
８
の
富
‐
耳
目
日
四
国
）
、
夜
叉
（
鼠
嶌
冒
）
、
帝
釈
（
普
匡
８
号
ぐ
胃
②
目

旨
§
）
、
阿
修
羅
（
、
閨
国
）
な
ど
が
続
禽
と
登
場
し
て
来
る
の
に
出
遭
っ

桜
部
建

て
、
初
期
仏
教
の
世
界
を
単
に
「
合
理
的
（
１
）
」
な
〃
原
始
仏
教
″
教
理

の
場
と
し
て
だ
け
考
え
て
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
強
く
印
象

づ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
折
に
ふ
れ
て
、
仏
典
に
見
ら
れ
る
魔
や
夜
叉

に
つ
い
て
考
え
て
見
る
こ
と
が
あ
り
、
数
年
前
浜
松
の
国
際
仏
教
徒
協
会

の
後
援
で
開
か
れ
た
パ
ー
リ
語
・
パ
ー
リ
仏
教
の
勉
強
会
の
席
で
、
魔
に

関
し
て
自
分
の
拙
い
考
え
を
述
べ
て
、
そ
の
場
に
居
ら
れ
た
ウ
・
ヴ
ェ
ー

ッ
プ
ラ
僧
正
か
ら
種
々
の
示
教
を
恭
け
な
く
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

舂
冒
ｏ
の
言
．
国
○
旦
骨
讐
曽
ご
急
ミ
ミ
ミ
倉
〕
ｇ
昌
堕
言
薑
急
員
国
雲
員
言
急

普
蒼
言
房
旦
岡
畠
〕
Ｆ
①
己
の
口
々
ら
乱
を
、
私
は
偶
然
書
店
の
書
棚
で
見

つ
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
標
題
を
見
、
店
頭
で
内
容
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
、

時
朧
な
く
一
本
を
購
っ
た
の
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
経
過
が
あ
っ
て
、

私
の
心
の
一
隅
に
初
期
仏
教
に
お
け
る
魔
の
観
念
に
つ
い
て
の
関
心
が
絶

え
ず
く
す
ぶ
り
続
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
魔
に
つ
い
て
の
関
心
を
久
し
く
抱
い
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、

僻
怠
な
私
は
、
急
旨
日
切
目
以
後
の
研
究
と
し
て
ポ
イ
ド
が
挙
げ
る
合
い
』

言
・
巴
左
の
諸
業
績
に
つ
い
て
、
そ
の
一
、
二
を
除
い
て
は
、
近
づ
く
こ

と
が
な
か
っ
た
。

国
・
宮
．
切
勉
目
胃
冒
閏
Ｐ
弓
冨
団
員
§
曹
酎
豊
尉
Ｅ
）
ぐ
目
・
屋
届
》
己
や

〕
や
↑
１
回
昌
昌
。

国
。
○
・
Ｆ
四
急
函
目
冒
①
国
ロ
ロ
巳
昌
騨
ｏ
Ｏ
ｐ
ｏ
①
も
茸
○
口
ｇ
冒
倒
Ｈ
ｐ
）
陣
邑
竪
＆
萱
怠

望
慧
包
尉
の
》
①
９
ｍ
・
○
・
Ｆ
四
弓
）
○
巴
○
ロ
ヰ
四
．
胃
や
い
湯
や
や
画
可
『
’
四
函
騨

５
．
色
の
旨
く
巴
示
①
勺
○
口
朋
旨
酌
冨
目
Ｐ
同
富
曼
旦
○
、
ｓ
員
言
旦
淘
里
錆
さ
富

倉
惠
鼬
固
碁
ざ
い
》
ぐ
目
鼻
忌
引
〕
も
や
き
？
ち
式

］
．
冨
農
の
○
国
》
ゅ
。
固
口
茸
①
Ｈ
○
国
冨
倒
Ｐ
旨
滝
旦
錆
さ
墓
、
各
ミ
ミ
畠
§
房
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奇
。
ミ
さ
富
》
○
章
包
包
雪
ぬ
く
寒
い
、
急
患
】
Ｆ
ｏ
巨
ぐ
昌
口
】
胃
②
《
蝉
己
や
④
ｃ
ｌ
昌
昌
騨

罷
后
〆
国
国
司
Ｂ
ｐ
ｐ
辛
め
庁
ロ
島
①
⑳
冒
国
四
目
Ｐ
色
冒
・
冨
倒
Ｈ
Ｐ
門
菖
畠
ｏ
‐
専
ら
鼠
色
ミ

ョ
ミ
ミ
患
昌
》
Ｈ
胃
胃
》
』
や
切
鱒
も
や
隆
吟
庫
・
〕
］
」
』
ぬ
．

貝
○
・
・
Ｆ
旨
、
函
罰
巨
○
・
丘
尉
昌
凹
目
・
庁
匿
①
冨
割
庁
声
○
旨
四
国
且
固
く
岸
Ｆ
ｏ
ｐ
‐

Ｑ
○
口
》
旨
の
つ
い

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、

今
な
お
、
魔
に
関
し
て
の
目
①
切
目
鰹
の
冒
○
牌
胃
名
ｏ
Ｈ
ｓ
ｐ
す
ぐ
○
時
は
ヴ

ィ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
著
者
ポ
イ
ド
は
い
う
。
彼
の
研
究

そ
の
も
の
も
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
創
見
に
負
う
て
い
る
が
、
た
だ
そ
の

目
的
を
異
に
す
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ィ
ッ
シ
ュ
の
関
心
が
主
と
し
て
フ
ィ
ロ
ロ

ジ
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
初
期
仏
教
文
献
中
に
見
え
る
「
邪
悪
な
る
も
の

の
神
話
（
局
員
目
ｇ
ｏ
喝
具
昏
①
①
畠
）
」
の
歴
史
的
発
展
を
説
き
明
か
そ

う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ポ
イ
ド
が
課
題
と
す
る
と
こ
ろ
は
歴
史
的
な
脈

絡
の
上
に
見
出
さ
れ
る
《
彦
①
Ｈ
呂
唱
。
畠
ｍ
冒
号
○
房
目
具
昏
の
①
ぐ
岸

の
研
究
で
あ
る
、
と
自
ら
い
う
。
だ
か
ら
そ
れ
は
神
話
の
「
歴
史
的
な
分

析
」
で
は
あ
る
が
、
《
号
①
冨
稗
Ｏ
ｑ
ｏ
勵
呂
四
○
吊
日
①
四
の
〕
の
研
究
で
は

な
い
、
と
い
う
。

ポ
イ
ド
は
、
仏
典
に
見
え
る
魔
の
活
動
や
そ
の
本
性
や
力
に
つ
い
て
の

叙
述
を
ま
さ
し
く
「
神
話
（
目
算
目
旨
題
）
」
と
呼
び
得
べ
き
理
由
と
し
て
、

そ
れ
が
、
歴
史
的
時
間
・
地
理
的
空
間
と
は
別
個
な
時
間
。
空
間
の
中
に

在
っ
て
神
的
・
超
人
間
的
な
属
性
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
存
在
言
旨
き
い
）

に
つ
い
て
の
伝
承
物
語
、
す
な
わ
ち
説
話
（
己
胃
局
陣
ぐ
①
鞭
）
、
を
内
容
と
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
｜
‐
魔
」
は
、
そ
う
い
う

説
話
の
中
の
中
心
像
と
し
て
、
仏
教
に
お
い
て
悪
な
る
も
の
が
い
か
に
理

一
一

こ
の
書
は
三
部
か
ら
成
る
。
第
一
部
は
「
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
ギ
リ
シ

ャ
語
伝
承
に
見
え
る
サ
タ
ン
像
の
分
析
」
、
第
二
部
は
「
初
期
イ
ン
ド
仏

マ
ー
ラ

教
伝
承
に
見
え
る
魔
像
の
分
析
」
と
題
さ
れ
る
。
第
三
部
は
両
伝
承
の
中

の
〃
邪
悪
な
る
も
の
の
神
話
″
の
比
較
対
照
を
内
容
と
す
る
。

次
下
に
は
、
第
二
部
・
第
三
部
の
所
説
の
摘
要
を
掲
げ
、
そ
れ
に
関
連

し
て
多
少
の
卑
見
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
課
せ
ら
れ
た
責
を
ふ

さ
ぐ
こ
と
と
す
る
。

第
二
部
の
所
論
の
資
料
と
し
て
著
者
に
選
択
さ
れ
た
の
は
、
④
．
ハ
ー
リ

語
経
蔵
の
中
の
四
一
一
カ
ー
ャ
お
よ
び
第
五
ク
ッ
ダ
カ
・
ニ
カ
ー
ャ
中
の
ダ

ン
マ
パ
ダ
・
ゥ
ダ
ー
ナ
・
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
・
ス
ッ
タ
ニ
・
〈
－
タ
、
②
マ

ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
・
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
・
ブ
ッ
ダ
チ
ャ
リ
タ
、
③
八
千

頌
般
若
経
・
法
華
経
・
大
智
度
論
、
倒
倶
舎
論
・
琉
伽
論
声
聞
地
で
あ
る
。

第
二
部
で
は
ま
ず
最
初
に
、
魔
の
観
念
に
関
連
す
る
諸
用
語
が
検
討
さ

れ
る
。経

蔵
の
中
で
、
「
邪
悪
な
も
の
」
を
意
味
す
る
語
は
種
種
あ
る
が
、
支

配
的
に
用
い
ら
れ
る
の
は
冒
習
ゆ
で
あ
る
。
９
日
四
は
語
根
目
Ｈ
の
使

解
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
焦
点
的
な
概
念
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
邪
悪

の
「
シ
ン
ボ
ル
」
と
呼
ば
れ
る
↑
へ
き
で
あ
る
、
と
す
る
。

＊
た
だ
大
谷
大
学
図
書
館
に
は
両
．
言
旨
９
，
呂
“
切
目
号
亀
ｍ
ｏ
の
‐

ず
匡
昇
匡
冒
旦
昌
の
Ｆ
①
営
門
①
ぐ
○
口
色
①
Ｈ
ｍ
①
巴
①
ロ
言
四
口
。
①
Ｈ
Ｅ
詞
〕
Ｆ
①
５
凶
拭
）

ご
烏
・
を
架
蔵
す
る
。
こ
れ
ま
た
、
そ
れ
程
知
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、

好
著
で
あ
る
。

戸 の
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役
体
か
ら
来
て
、
も
と
「
殺
す
者
」
「
死
を
も
た
ら
す
者
」
を
意
味
す
る
。

同
一
語
根
か
ら
出
た
冒
騨
。
。
巨
窃
廓
．
目
稗
冒
）
は
「
死
」
で
あ
る
が
、

そ
れ
か
ら
「
死
神
」
の
意
と
な
り
、
し
ば
し
ば
目
目
Ｐ
と
同
意
語
に
用
い

ら
れ
る
。
四
国
冨
冨
（
「
最
後
を
な
す
者
」
）
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
風
〃

凰
目
胃
（
「
罪
あ
る
者
」
）
は
パ
ー
リ
仏
典
で
は
常
に
目
倒
四
と
相
伴
い
、

ご
四
目
ロ
ｇ
は
、
目
閏
四
の
代
り
に
、
固
有
名
詞
的
に
し
ば
し
ば
、
用
い
ら

れ
、
葛
日
四
や
目
目
い
も
ｇ
胃
四
と
あ
い
係
わ
っ
て
現
わ
れ
る
。
目
閏
○

目
ロ
日
脚
は
婆
羅
門
教
文
献
に
見
え
る
死
神
凰
亘
目
倒
日
Ｈ
ｇ
烏
と
明

ら
か
に
関
連
し
て
い
る
。
固
い
９
口
日
は
ヴ
ェ
ー
ダ
神
話
に
あ
っ
て
は
水
を

堰
き
と
め
旱
肱
を
も
た
ら
す
悪
魔
で
あ
り
、
イ
ン
ド
ラ
の
雷
電
に
よ
っ
て

打
ち
倒
さ
れ
る
。
目
稗
冒
刷
百
目
農
は
『
ア
タ
ル
ヴ
ァ
ヴ
ェ
ー
ダ
』
で
死

の
神
、
お
そ
ろ
し
い
破
壊
者
と
し
て
描
か
れ
る
。
ま
た
、
圃
日
ゅ
は
ヴ
ェ

ー
ダ
で
は
性
愛
、
俗
世
の
快
楽
の
神
で
あ
る
（
そ
れ
が
仏
典
に
お
い
て

目
肖
画
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
確
か
に
、
世
俗
的
快
楽
を
死
と
同

一
視
す
る
仏
教
的
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
）
。
さ
ら
に
、
冨
目
Ｐ
窃
屏
．

胃
筥
騨
》
黒
い
者
、
邪
ま
な
る
者
）
、
苫
丙
辰
冒
（
望
鼻
．
冒
厨
色
）
、
忌
日
胃
‐

菌
冨
目
冒
窃
匡
．
冒
餌
目
算
３
９
目
目
．
怠
惰
な
者
の
友
）
、
冨
再
な
ど

も
白
目
Ｐ
と
関
連
し
て
用
い
ら
れ
る
。
冒
丙
丙
冒
は
、
３
房
ｇ
３
ｍ
ａ
江
．

Ｈ
騨
租
＄
い
）
、
ｐ
３
ｏ
ゅ
命
屏
．
回
融
８
）
と
共
に
、
仏
典
に
最
も
普
通
に

登
場
す
る
悪
鬼
で
あ
り
、
こ
の
三
語
は
し
ば
し
ば
通
用
さ
れ
る
（
も
っ
と

も
、
怠
嶌
富
は
古
い
文
献
で
は
も
と
も
と
け
っ
し
て
悪
し
き
者
を
意
味

せ
ず
、
や
や
後
に
い
た
っ
て
そ
の
意
味
を
帯
び
る
の
で
あ
る
が
）
。

邪
悪
な
も
の
を
意
味
す
る
語
は
こ
の
よ
う
に
仏
典
の
中
に
様
様
見
出
さ

れ
る
が
、
そ
の
大
部
分
が
（
目
目
④
と
い
う
語
自
身
を
も
含
め
て
）
も
と

ヴ
ェ
ー
ダ
・
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
・
ウ
・
ハ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
お
け
る
用
例
に
由
来

一
、
１
ヲ

す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
典
に
現
わ
れ
る
「
魔
」
は

や
は
り
全
く
仏
教
的
な
悪
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
神
話
に
は
仏

教
の
「
魔
」
に
相
当
す
る
観
念
は
見
出
だ
し
が
た
い
。

次
に
、
著
者
は
魔
の
活
動
の
い
か
な
る
も
の
か
を
、
魔
を
主
語
と
す
る

動
詞
を
整
理
し
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
。

菩
薩
あ
る
い
は
求
道
者
を
し
て
道
か
ら
そ
れ
し
め
、
そ
の
さ
と
り
に
至

る
可
能
性
を
打
ち
砕
こ
う
が
た
め
に
、
魔
は
彼
を
「
の
の
し
る
」
、
世
俗

的
欲
望
や
官
能
的
快
楽
に
「
い
ざ
な
う
」
、
あ
る
い
は
威
力
を
示
し
て
「
お

ど
す
」
、
種
々
の
手
段
を
も
っ
て
「
攻
撃
す
る
」
。
そ
し
て
、
教
え
の
明
ら

か
さ
や
さ
と
り
に
対
す
る
確
信
を
失
わ
し
め
ん
が
た
め
に
、
仏
陀
や
仏
弟

子
を
「
ま
ど
わ
せ
る
」
「
め
く
ら
ま
せ
る
」
こ
と
を
意
図
す
る
。
ま
た
、

魔
は
人
が
道
に
進
む
の
を
「
さ
ま
た
げ
る
」
、
「
さ
え
ぎ
る
」
。
そ
し
て
、

輪
廻
を
離
れ
よ
う
と
す
る
者
を
生
に
「
拘
束
す
る
」
の
で
あ
る
。

魔
の
本
性
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
国
．
９
国
園
①
の
示
唆
に
よ
り
、
ま
ず

そ
の
複
数
性
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
邪
悪
な
る
も
の
の
シ
ン
ボ
ル

「
魔
」
の
も
つ
意
味
の
重
要
な
一
面
は
そ
の
複
数
性
に
あ
る
、
と
考
え
る
。

「
魔
」
は
、
一
方
で
、
須
弥
世
界
の
高
み
に
拠
っ
て
上
記
の
ご
と
き
邪

悪
な
諸
活
動
を
な
す
一
天
神
（
Ｐ
：
ぐ
ゆ
）
と
し
て
の
魔
王
（
そ
の
場
を
、

一
世
界
で
な
く
三
千
大
千
世
界
す
な
わ
ち
全
宇
宙
に
拡
大
す
れ
ば
、
し
た

が
っ
て
、
多
数
の
魔
が
存
す
る
）
お
よ
び
そ
の
春
属
を
意
味
し
な
が
ら
、

、

他
方
で
、
有
情
の
迷
い
の
生
存
に
つ
な
が
る
諸
法
の
総
体
（
そ
れ
は
多
く

の
場
合
五
穂
で
代
表
さ
れ
る
）
を
、
ま
た
、
有
情
を
迷
い
の
生
存
に
っ
な

、

ぐ
染
汚
な
る
諸
煩
悩
を
、
意
味
す
る
。
こ
こ
に
「
魔
」
の
二
義
性
と
そ
の
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両
義
の
変
通
自
在
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
す
等
へ
き
で
あ
る
。
「
魔
」

は
こ
こ
で
、
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
大
衆
的
鬼
神
観
と
仏
教
の
「
法
」
の

形
而
上
学
と
を
つ
な
ぐ
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
は
た
ら
く
一
方
、
迷
い
の
生
存

の
様
々
な
様
相
の
中
で
仏
教
的
な
「
悪
」
が
種
々
異
っ
た
意
味
に
解
せ
ら

れ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。

煩
悩
魔
（
匡
①
笛
‐
日
脚
秒
）
・
諏
魔
（
、
冨
口
号
平
日
・
）
・
死
魔
（
日
目
四
目
‐
目
・
）

・
天
魔
（
号
ぐ
名
目
３
‐
目
・
）
の
四
魔
の
説
が
そ
れ
を
要
約
的
に
表
わ
し
て

い
る
。
死
魔
と
は
死
そ
の
も
の
（
「
正
是
死
」
）
で
あ
る
。
魔
の
観
念
は
も

と
死
に
発
す
る
。
死
は
、
そ
の
場
合
、
単
に
生
の
終
り
の
意
で
は
な
く
て

死
に
代
表
さ
れ
る
生
死
輪
廻
の
事
実
に
ほ
か
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
の
死
魔
の

語
は
、
有
情
の
迷
い
の
生
存
の
場
こ
そ
が
斑
の
は
た
ら
く
場
で
あ
る
こ
と

を
、
物
語
っ
て
い
る
。
死
に
至
ら
し
め
る
も
の
（
目
目
①
ｓ
Ｈ
・
一
‐
能
令
死
」
）

す
な
わ
ち
迷
い
の
生
存
に
有
情
を
も
た
ら
す
も
の
が
煩
悩
魔
と
天
魔
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
の
中
、
前
者
（
「
諸
煩
悩
・
結
使
・
欲
縛
・
取
・
纒
」
）
は

内
的
な
目
胃
①
国
鄙
で
あ
り
、
後
者
（
「
魔
王
・
魔
人
」
）
は
「
作
障
磯
事

不
令
超
脱
〔
生
死
〕
」
す
る
外
的
な
存
在
と
し
て
の
目
聞
①
国
鄙
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
死
に
至
る
も
の
ｑ
○
目
冒
ｇ
あ
る
い
は
「
死
所
依
」

が
瀧
魔
で
あ
る
。
有
情
の
迷
い
の
生
存
を
形
造
る
無
常
な
諸
法
が
そ
れ
で

あ
る
か
ら
、
時
に
「
陰
界
入
」
と
し
て
も
示
さ
れ
る
。

外
的
な
、
著
者
の
言
葉
遣
い
で
い
え
ば
８
ｍ
目
ｇ
ｏ
頓
。
巴
な
、
存
在
で

あ
る
天
魔
は
欲
界
の
王
（
園
９
段
目
弾
く
認
ご
胃
騨
）
で
あ
り
、
欲
界
天
の
最

高
処
、
す
な
わ
ち
他
化
自
在
天
、
の
主
神
●
で
あ
る
が
、
そ
の
魔
の
活
動
す

る
領
域
、
す
な
わ
ち
死
の
領
域
（
目
騨
ｇ
二
目
①
ご
ｐ
）
、
は
欲
界
を
越
え
て

三
界
の
全
域
に
及
ぶ
。
迷
い
の
生
存
の
全
領
域
が
魔
の
活
動
の
場
で
あ
る
。

天
魔
は
意
成
身
言
四
口
○
ヨ
ミ
Ｐ
‐
顧
冨
）
を
も
ち
、
邪
悪
な
活
動
に
大
威

力
を
振
う
が
、
も
と
よ
り
生
死
無
常
の
世
界
の
存
在
を
超
え
る
も
の
で
な

い
か
ら
、
愁
憂
を
も
死
を
も
免
が
れ
な
い
・

天
魔
は
時
に
象
に
う
ち
ま
た
が
っ
た
将
軍
と
し
て
具
体
的
に
描
か
れ
る

が
、
そ
の
率
い
る
軍
勢
は
「
黒
い
軍
（
冨
己
国
‐
、
①
目
）
」
「
死
の
軍
（
白
色
‐

。
２
口
○
の
①
目
）
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
「
内
軍
」
は
「
結
使
煩
悩
」
、
「
外
軍
」

は
「
飢
渇
寒
熱
」
、
そ
の
娘
は
渇
愛
と
不
満
足
と
貧
と
で
あ
っ
て
、
い
ず

れ
も
抽
象
的
観
念
の
擬
人
化
で
あ
る
。

仏
・
阿
羅
漢
は
「
魔
の
征
服
者
」
「
魔
軍
を
破
る
者
」
「
魔
の
縛
に
う

ち
勝
っ
た
者
」
で
あ
る
。
「
快
楽
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
感
官
を
抑
制
し
、

食
に
節
度
を
知
り
、
内
に
信
あ
る
」
人
を
斑
は
打
ち
ひ
し
ぎ
得
な
い
。
そ

し
て
、
仏
あ
る
い
は
仏
弟
子
に
敗
れ
た
魔
は
、
時
に
廻
心
し
て
仏
道
に
帰

す
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
天
魔
の
姿
に
、
仏
教
の
「
邪
悪
」
の
観
念
の
一
面
は
、
よ

く
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

キ
リ
ス
ト
教
の
サ
タ
ン
神
話
と
仏
教
の
魔
神
話
と
を
比
較
し
て
、
著
者

は
そ
の
類
似
点
と
相
異
点
を
挙
げ
、
独
特
な
解
釈
を
加
え
て
い
る
。
興
味

あ
る
点
を
拾
っ
て
見
よ
う
。

ま
ず
、
仏
教
神
話
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
に
比
し
て
、
「
非
神
話
化
」

の
傾
向
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
。
魔
は
し
ば
し
ば
、
明
ら
か
に
髻
哺
的

に
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、
抽
象
的
用
語
を
も
っ
て
言
い
表
わ
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
聖
な
る
も
の
・
真
実

三
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な
る
も
の
は
イ
エ
ス
の
生
・
死
・
復
活
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
中
心
を
置

く
の
に
対
し
て
、
仏
教
で
は
そ
れ
ら
を
仏
陀
と
い
う
人
の
上
に
で
な
く
浬

桑
へ
の
道
を
指
示
す
る
教
え
、
法
の
上
に
見
出
す
と
い
う
点
で
、
キ
リ
ス

ト
教
の
主
な
方
向
づ
け
が
歴
史
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
仏
教
の
そ
れ
は
観

念
形
成
的
で
あ
る
と
い
え
る
、
そ
の
事
と
関
連
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
著

者
の
見
解
で
あ
る
。

魔
神
話
は
サ
タ
ン
神
話
よ
り
も
い
っ
そ
う
明
確
な
宇
宙
観
を
含
ん
で
い

る
。
仏
教
諸
派
の
間
に
完
全
に
一
致
し
た
そ
れ
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
仏
教
文
献
の
中
に
は
自
然
や
宇
宙
の
構
造
や
そ
の
中
に
お
け
る
魔

の
居
る
場
所
を
説
い
て
い
る
箇
処
が
多
く
あ
る
。
イ
ン
ド
は
古
く
か
ら
豊

か
な
宇
宙
論
を
有
し
、
業
・
輪
廻
の
思
想
が
そ
の
発
展
を
推
進
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
ヘ
ブ
ラ
イ
文
化
の
関
心
の
中
心
は
人
民
の
歴
史
に
あ
っ
て
宇

宙
の
自
然
に
な
か
っ
た
。

サ
タ
ン
あ
る
い
は
魔
の
は
た
ら
き
が
人
に
悪
を
経
験
さ
せ
る
さ
ま
に
つ

い
て
は
、
両
宗
教
の
伝
統
の
中
で
、
ひ
ろ
く
相
似
が
見
ら
れ
る
。
両
教
と

も
に
、
究
極
的
に
善
で
あ
り
真
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
相
応
し
な

い
行
為
に
は
し
ろ
う
と
す
る
と
き
人
は
悪
を
経
験
す
る
、
と
い
う
点
で
共

通
す
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
サ
タ
ン
は
人
を
邪
悪
に
ひ
き
い
れ
、
魔
は

有
情
を
欲
楽
に
傾
か
し
め
る
。

ま
た
、
両
教
と
も
そ
の
教
団
社
会
内
部
の
諸
問
題
に
際
し
て
悪
を
経
験

す
る
点
で
相
似
て
い
る
。
例
え
ば
教
え
が
誤
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
か
、
教

団
の
統
一
が
危
く
な
る
と
か
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
場

合
そ
れ
は
「
偽
り
に
よ
っ
て
あ
ざ
む
か
れ
る
」
の
で
あ
り
、
仏
教
者
の
場

合
そ
れ
は
魔
に
よ
っ
て
「
視
界
が
曇
ら
さ
れ
」
「
理
解
が
暗
く
さ
れ
」
て

「
混
乱
し
」
あ
る
い
は
「
昏
惑
す
る
」
の
で
あ
る
。

病
気
や
自
然
の
災
害
に
関
し
て
悪
を
経
験
す
る
こ
と
も
あ
る
。
サ
タ
ン

や
魔
が
直
接
病
気
を
生
ぜ
し
め
る
例
は
稀
で
あ
る
が
、
間
接
に
病
気
や
災

害
を
引
き
起
こ
す
場
合
は
あ
る
。
「
飢
渇
寒
熱
」
は
魔
の
「
外
軍
」
で
あ

り
、
病
苦
や
不
快
感
な
ど
の
「
禍
患
」
は
魔
の
「
縛
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
の
方
が
顕
著
で
あ
る
。
あ
る

種
の
病
気
は
悪
鬼
が
と
り
つ
い
た
の
で
あ
り
そ
れ
は
人
を
神
か
ら
離
れ
さ

せ
よ
う
と
サ
タ
ン
が
悪
鬼
に
命
じ
た
こ
と
に
よ
る
。
イ
エ
ス
が
病
者
を
癒

し
た
の
は
「
悪
魔
を
追
い
出
し
－
た
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
、

人
間
の
生
存
は
、
神
の
創
造
に
由
来
す
る
か
ら
本
来
「
よ
い
」
も
の
で
あ

り
、
従
っ
て
、
病
い
や
災
害
は
不
自
然
な
、
外
か
ら
何
か
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
、

仏
教
の
場
合
、
人
生
は
本
質
的
に
苦
で
あ
る
。

サ
タ
ン
の
住
処
は
暗
く
、
雲
の
集
ま
る
、
罪
や
過
失
や
死
が
勢
い
を
ふ

る
う
所
で
あ
る
。
サ
タ
ン
は
堕
落
し
た
天
使
で
、
背
教
者
と
し
て
天
国
か

ら
地
上
へ
追
放
さ
れ
た
。
魔
は
、
大
威
力
を
有
し
、
そ
の
住
居
は
天
界
の

宮
殿
で
、
そ
こ
で
美
し
い
天
衆
に
と
り
ま
か
れ
て
い
る
。
サ
タ
ン
は
こ
の

よ
き
世
を
破
壊
・
略
奪
し
退
化
さ
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
悪
は
怖
れ
を
も

っ
て
受
け
と
ら
れ
る
。
魔
は
、
破
壊
を
も
た
ら
す
敵
意
に
満
ち
た
存
在
で

は
な
く
、
逆
に
こ
の
苦
な
る
輪
廻
の
領
域
を
愛
着
す
べ
き
享
楽
の
場
と
受

け
と
ら
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
悪
は
幻
惑
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。

著
者
に
よ
れ
ば
、
仏
教
を
厭
世
的
な
否
定
の
宗
教
と
見
る
の
は
、
悪
の

仏
教
的
意
味
の
誤
解
に
よ
る
。
こ
の
世
は
悪
意
に
満
ち
た
恐
ろ
し
い
場
所

で
な
く
、
逆
に
、
人
に
と
っ
て
魅
惑
的
で
あ
る
か
ら
問
題
な
の
で
あ
る
。
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