
爺
伽
唯
識
に
お
け
る
業
の
思
想
は
、
世
親
の
『
成
業
論
』
に
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ー
ラ
ャ
識
縁
起
の
思
想
の
上
に
展
開
し

①
’

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
業
に
関
し
て
の
こ
の
思
想
は
ま
た
大
乗
の
菩
薩
行
の
展
開
の
重
要
な
基
盤
と
も
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
‐
業
（
冨
吋
目
四
国
）
と
い
う
言
葉
に
は
、
『
荘
厳
経
論
』
菩
提
品
官
鴻
圃
○
号
冒
目
時
日
四
）
梵
文
第
二
十
七
’
三
十
六
偶
に

②

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
、
（
四
）
明
於
無
漏
界
佛
之
三
種
甚
深
義
に
お
け
る
①
広
説
甚
深
義
三
の
下
、
ｃ
明
業
甚
深
義
と
し
て
、
宝
依

止
業
（
同
呉
３
口
ａ
訓
呉
ぐ
甲
］
畠
吋
目
四
目
）
、
成
熟
有
情
業
（
、
鼻
う
、
眉
目
】
風
３
口
“
‐
菌
。
）
、
到
辺
際
業
（
〕
烏
吾
凋
四
目
“
‐
宮
。
）
、
説
法
業
（
号
閏
‐

目
且
の
９
３
‐
富
。
）
、
変
化
等
所
作
業
（
昌
貝
３
国
創
涛
国
辱
鯉
‐
園
。
）
、
智
転
業
（
言
目
名
国
ぐ
貸
武
‐
富
。
）
、
無
分
別
業
（
Ｐ
ぐ
時
巴
團
口
四
‐
富
。
）

種
々
相
智
業
（
ｇ
可
凶
鼠
国
首
習
勗
‐
厨
。
）
、
智
不
転
業
（
言
習
号
国
ご
胃
威
‐
菌
。
）
、
智
殊
勝
業
言
習
寧
ぐ
崎
①
笛
‐
菌
。
）
な
ど
、
十
種
の
甚
深

な
る
義
に
よ
る
、
諸
佛
の
業
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
同
じ
く
『
荘
厳
経
論
』
業
伴
品
（
脚
ぐ
ご
目
冨
の
“
言
苗
厨
Ｈ
ｇ
目
冨
‐

面
目
）
も
、
品
名
の
示
す
如
く
、
佛
道
実
践
の
業
と
し
て
、
富
吋
薗
‐
函
目
昌
‐
一
謝
易
戯
の
三
輪
清
浄
に
よ
っ
て
（
目
塑
且
己
幽
冨
鳥
且
亀
鼻
息
）
》

菩
薩
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ａ
２
ａ
亘
昌
目
圃
弓
冨
Ｈ
冒
幽
国
○
号
愚
四
菌
は
（
塑
鼻
ロ
腸
」
勇
勗
‐
扇
）
と
も
叙
述
し
、
ま
た
、
園
ぐ
留
塾
自
庁
菌
昌
計
冒
ｍ
愚
官
身
。
唱
‐

己
倒
罵
二
畠
儲
目
昌
片
鼻
一
命
一
鼻
．
目
〆
認
巴
〕
）
）
一
庶
胃
目
秒
こ
ぐ
四
『
蝕
冨
渭
妙
》
目
倒
目
色
』
茸
ご
胃
芦
名
晶
自
ロ
の
罵
二
自
国
”
］
八
自
白
曽
国
普
昌
磐
竺
冨
箇
命
写
．
閥
ぐ
目
〕

己
．
届
画
》
潭
甲
巴
』
電
Ｐ
昏
倒
ウ
ロ
ロ
国
も
四
国
旨
四
国
四
望
秒
戸
自
己
閨
〕
画
日
日
脚
巨
弾
日
と
四
目
窃
再
．
〕
自
滅
』
巳
・
澤
宅
》
冨
宇
画
）
》
己
胃
①
箇
目

も
昌
閏
§
］
騨
恒
四
戸
胃
ご
目
］
丙
胃
日
四
笛
昌
口
肖
や
拝
騨
冒
（
の
犀
．
〆
〆
‐
〉
○
画
）
も
．
品
、
〉
量
．
巴
）
な
ど
の
他
、
『
荘
厳
経
論
』
の
み
な
ら
ず
、

他
の
唯
識
諭
書
に
お
い
て
も
、
か
か
る
転
識
得
智
と
し
て
の
転
依
の
世
界
・
智
の
内
容
と
し
て
業
の
思
想
が
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
。

こ
こ
に
解
読
を
試
み
よ
う
と
す
る
『
摂
大
乗
諭
』
第
二
章
所
知
相
、
第
三
十
四
節
は
、
菩
薩
が
三
十
二
の
法
を
具
有
す
る
と
き
、
菩

薩
が
菩
薩
と
し
て
な
り
得
る
と
い
う
経
文
を
引
用
し
て
、
そ
れ
ら
三
十
二
の
法
は
十
六
の
業
に
よ
っ
て
解
釈
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
第
三
十
四
節
は
第
二
章
の
最
後
の
節
で
あ
り
、
叙
述
の
内
容
の
上
か
ら
も
第
三
章
入
所
知
相
以
下
の
叙
述
に
関
連
し
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
‐
そ
れ
ら
の
思
想
の
根
源
的
総
合
的
な
考
察
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
『
摂
大
乗
諭
』
の
そ

の
第
二
章
第
三
十
四
節
に
対
し
て
か
な
り
詳
し
く
註
釈
し
て
い
る
無
性
（
シ
の
ぐ
号
鼠
く
四
）
の
会
釈
（
§
四
目
ｇ
目
冒
園
、
）
を
解
読
す
る

こ
と
と
す
る
。
↑

と
こ
ろ
で
、
『
摂
大
乗
諭
』
第
一
一
章
は
、
周
知
の
通
り
、
お
も
に
「
縁
起
せ
る
諸
法
の
相
な
る
三
性
を
説
く
」
の
で
あ
っ
て
、
し
か

③

も
、
本
節
・
第
三
十
四
節
は
、
第
三
十
二
節
の
当
初
に
お
い
て
、
前
節
の
佛
の
説
法
の
説
述
に
関
連
し
て
、

大
乗
の
法
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
者
は
要
約
し
て
三
種
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
〔
す
な
わ
ち
、
〕
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⑩
縁
起
を
説
く
こ
と
と
、
⑨
縁
起
せ
る
諸
法
の
相
を
説
く
こ
と
と
、
⑥
す
で
に
説
か
れ
た
意
味
を
説
く
こ
と
、

に
よ
っ
て
説
か
れ
る
雲
へ
き
で
あ
る
。
（
佐
々
木
四
本
対
照
附
、
や
計
．
舅
や
ｅ

と
叙
述
す
る
中
の
③
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
す
で
に
説
か
れ
た
意
味
を
説
く
こ
と
」
は
第
三
十
二
節
第
三
項
、
第
三
十
三

節
～
第
三
十
四
節
に
よ
っ
て
叙
述
せ
ら
れ
て
い
る
。
『
摂
大
乗
諭
』
の
構
成
の
上
か
ら
そ
れ
ら
を
見
る
と
き
、
既
に
注
意
せ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
①
の
「
縁
起
を
説
く
こ
と
」
と
は
ま
さ
し
く
本
論
第
一
章
所
知
依
を
要
約
す
る
も
の
で
あ
り
、
②
の
一
‐
縁
起
せ
る
諸
法
の

相
を
説
く
こ
と
」
と
は
二
一
性
説
を
叙
述
す
る
本
論
第
二
章
所
知
相
を
、
側
は
第
三
章
以
下
を
要
約
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
所
知
州
．

三
性
説
は
本
論
第
二
章
の
叙
述
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
唯
識
思
想
の
根
本
思
想
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
摂
大
乗
す
る
根
本
思

想
の
根
源
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
と
こ
ろ
の
本
論
第
二
章
に
お
い
て
、
さ
ら
に
、
⑧
の
「
す
で

に
説
か
れ
た
意
味
を
説
く
こ
と
」
ｌ
諸
佛
の
す
ぐ
れ
た
徳
（
唱
息
）
と
菩
薩
の
利
他
行
の
具
体
的
な
意
味
（
閏
昏
“
）
が
叙
述
せ
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
ま
た
、
三
性
説
の
根
源
的
な
意
味
を
顕
著
に
開
顕
し
ょ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
本
論
第
三
十
二
節
の
第
三
項
は
、

す
で
に
説
か
れ
た
意
味
を
説
く
こ
と
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
す
な
わ
ち
、
先
に
説
か
れ
た
句
ｅ
胃
ぐ
○
戸
冨
冒
目
）
は
諸
余
の
句

に
よ
っ
て
、
〔
仏
の
す
ぐ
れ
た
〕
徳
に
よ
る
（
習
箇
目
房
胃
Ｐ
目
）
か
、
あ
る
い
は
、
〔
菩
薩
の
利
他
行
の
具
体
的
な
〕
意
味
に
よ

④

る
（
胃
昏
且
巨
富
目
目
）
か
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
説
か
れ
る
。
（
佐
為
木
四
本
対
照
附
、
固
司
息
、
届
１
号
認
息
．
］
）

と
述
べ
、
そ
れ
に
続
い
て
第
三
十
三
節
で
は
、

〔
佛
の
す
ぐ
れ
た
〕
徳
に
よ
る
と
は
、
す
な
わ
ち
、
①
極
清
浄
な
る
覚
が
あ
り
、
②
二
の
現
行
が
な
く
、
③
無
相
な
る
法
に
畢
党

じ
て
趣
き
、
④
佛
処
に
住
し
、
⑤
一
切
の
佛
と
の
平
等
性
を
得
て
お
り
、
⑥
障
碍
が
な
く
常
に
了
達
し
↑
㈹
不
退
の
法
を
有
し
、

二
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⑧
行
境
が
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
⑥
建
立
不
可
思
議
で
＄
⑩
三
時
の
平
等
性
を
証
解
し
、
⑪
一
切
の
世
間
界
に
遍
満
せ
る
身
を
有

し
、
⑫
一
切
の
法
に
つ
い
て
疑
惑
の
な
い
智
が
あ
り
、
⑬
一
切
の
行
と
相
応
す
る
覚
が
あ
り
、
⑭
法
を
知
る
こ
と
に
疑
惑
が
な
く

⑮
分
別
の
な
い
身
が
あ
り
＄
⑯
一
切
の
菩
薩
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
智
が
あ
り
、
⑰
佛
処
な
る
無
二
に
し
て
妓
勝
な
る
彼
岸

に
達
し
、
⑬
ま
ざ
り
け
の
な
い
如
来
の
解
脱
智
の
究
寛
に
達
し
～
⑲
終
り
と
中
と
が
な
い
佛
地
の
平
等
性
を
証
解
し
、
⑳
法
界

⑤

を
極
め
、
⑳
虚
空
界
の
辺
際
を
尽
し
、
⑫
未
来
の
辺
際
を
窮
め
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
佛
の
諸
徳
が
説
か
れ
て
い
る
。
「
極
清

浄
な
る
覚
が
あ
る
」
と
い
う
こ
の
句
を
解
釈
し
て
い
る
の
は
諸
余
の
句
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
、
へ
き
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
く
法
性

含
ロ
胃
目
四
国
）
が
善
説
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑥

「
極
清
浄
な
る
覚
が
あ
る
」
と
い
う
諸
仏
世
尊
の
こ
の
極
清
浄
な
る
覚
は
、
十
九
（
二
十
？
）
の
徳
に
よ
っ
て
摂
せ
ら
れ
て
い
る

と
知
ら
れ
る
、
へ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
の
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
に
対
し
て
一
向
に
障
碍
な
く
起
る
徳
と
、
⑨
有
と
無
と
こ
と
し

⑦

て
無
な
る
相
で
あ
る
極
清
浄
な
る
真
如
に
入
ら
し
め
る
徳
と
、
③
無
功
用
な
る
佛
事
が
不
断
に
住
す
る
徳
と
、
仙
法
身
に
お
い
て

所
依
と
意
趣
と
作
業
と
に
差
別
が
な
い
徳
と
、
⑥
一
切
の
障
碍
の
対
治
を
修
習
せ
る
徳
と
、
⑥
一
切
の
外
道
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
な

い
徳
と
↑
⑦
世
に
生
ま
れ
て
、
し
か
も
世
間
の
法
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
な
い
徳
と
、
⑧
法
建
立
の
徳
と
、
⑨
授
記
の
徳
と
、
⑩
一
切

世
間
界
に
お
い
て
受
用
と
変
化
身
と
を
示
す
徳
と
、
⑪
疑
惑
を
断
っ
た
徳
と
、
⑫
種
々
の
行
に
入
ら
し
む
る
徳
と
、
⑬
後
に
法
が

起
る
の
を
知
る
徳
と
、
⑭
信
解
す
る
ま
ま
に
示
す
徳
と
、
⑮
無
量
身
に
よ
っ
て
有
情
を
調
伏
す
る
徳
と
、
⑯
平
等
な
る
法
身
に
お

い
て
波
羅
蜜
多
が
成
就
さ
れ
た
徳
と
、
⑰
信
解
す
る
ま
ま
に
ま
ざ
り
け
の
な
い
佛
国
を
示
す
徳
と
、
⑱
佛
の
三
身
の
境
界
が
不
断

で
あ
る
徳
と
、
⑲
輪
廻
の
辺
際
の
あ
ら
ん
限
り
一
切
の
有
情
を
利
益
と
安
楽
と
に
近
づ
け
る
徳
と
、
⑳
尽
き
る
こ
と
の
な
い
徳
、

に
よ
っ
て
摂
せ
ら
れ
て
い
る
。
（
佐
為
木
対
照
附
、
や
認
息
自
１
℃
ｇ
息
・
岳
）
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と
、
そ
の
よ
う
に
、
諸
佛
の
す
ぐ
れ
た
徳
に
関
す
る
句
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
十
三
節
の
叙
述
の
意
味
す
る
も
の
が
、

ま
た
第
三
十
四
節
に
お
い
て
菩
薩
の
利
他
行
と
し
て
、
そ
れ
の
具
体
的
な
意
味
が
叙
述
せ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
次
項
に
お
い
て

そ
れ
の
本
文
及
び
、
無
性
の
註
釈
を
チ
尋
ヘ
ッ
ト
訳
を
中
心
と
し
て
解
読
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

『
摂
大
乗
論
』
無
性
註
第
二
章
第
三
十
四
節
解
読

③

ざ
ら
に
、
〔
菩
薩
の
利
他
行
の
具
体
的
な
〕
意
味
に
よ
る
（
胃
昏
圏
言
冨
国
冒
）
と
は
、
「
菩
薩
が
三
十
二
の
法
を
有
す
る
と
き

⑨

菩
薩
と
い
わ
れ
る
。
三
十
二
〔
の
法
〕
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
①
一
切
の
有
情
を
利
益
し
、
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意

楽
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑨
一
切
智
智
に
入
ら
し
め
る
こ
と
、
③
私
は
何
故
に
と
い
う
よ
う
に
よ
く
知
る
こ
と
、
⑳
我
慢
を
擢
破
す
る

こ
と
、
⑤
堅
固
な
る
増
上
意
楽
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑥
虚
構
で
な
い
慈
愛
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑦
友
と
友
に
非
ざ
る
者
と
に
対
し
て
の

平
等
な
る
心
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑧
浬
藥
の
辺
際
に
至
る
ま
で
畢
寛
じ
て
友
で
あ
る
こ
と
、
⑨
適
切
な
言
葉
と
笑
顔
と
を
も
っ
て

先
ず
語
る
こ
と
、
⑩
無
限
の
大
悲
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑪
受
け
た
辛
苦
に
絶
望
が
な
い
こ
と
‐
‐
⑫
疲
労
の
な
い
意
と
間
と
意
味
と

に
よ
っ
て
満
足
し
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
、
⑬
自
ら
の
誤
失
に
過
失
を
見
る
こ
と
、
⑭
他
人
の
誤
失
に
怒
る
こ
と
な
く
導
く
こ
と

⑮
一
切
の
行
道
に
お
い
て
菩
提
心
を
受
用
す
る
こ
と
、
⑯
報
酬
を
期
待
し
な
い
布
施
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑰
一
切
の
有
趣
の
生
起
を

所
依
と
し
な
い
戒
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑱
一
切
の
有
情
に
障
碍
が
な
い
忍
辱
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑲
一
切
の
善
根
を
収
め
る
精
進
〔
を

も
つ
こ
と
〕
、
⑳
無
色
界
を
除
外
し
た
禅
定
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑳
方
便
を
有
す
る
智
慧
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑳
四
摂
事
に
よ
っ
て
摂

〔
本
文
〕

三

一
一
一
一
一



せ
ら
れ
た
方
便
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
⑬
持
戒
者
と
破
戒
者
に
対
し
て
二
と
し
て
無
な
る
慈
愛
〔
を
も
つ
こ
と
〕
、
例
恭
敬
し
て
法
を
聞

く
こ
と
、
⑮
恭
敬
し
て
閑
静
処
に
住
す
る
こ
と
、
⑯
世
間
の
種
々
な
る
こ
と
に
愛
楽
し
な
い
こ
と
、
⑳
小
乗
を
望
ま
な
い
こ
と
、

⑬
大
乗
の
功
徳
を
見
る
こ
と
↑
⑲
悪
友
を
断
つ
こ
と
州
⑳
善
友
に
親
近
す
る
こ
と
、
倒
四
梵
住
を
浄
化
す
る
こ
と
↑
御
五
通
に
よ

っ
て
遊
戯
す
る
こ
と
、
倒
智
を
任
持
す
る
こ
と
、
↑
鋤
成
就
と
邪
成
就
に
住
す
る
有
情
達
を
見
捨
て
な
い
こ
と
、
㈲
一
語
を
説
く
こ

．
⑩

と
、
倒
諦
を
尊
重
す
る
こ
と
、
㈱
か
の
菩
提
心
を
先
と
す
る
こ
と
、
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
句

に
よ
っ
て
、
ま
た
、
最
初
の
句
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
切
の
有
情
を
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意
楽
と
い
う
中
で
、
こ
の
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上

⑪

意
楽
と
い
う
句
は
、
十
六
の
業
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
十
六
の
業
と
は
、
①
展
転
実
修
の
業

と
、
⑨
不
顛
倒
の
業
と
、
‐
③
他
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
ず
に
自
ら
実
行
す
る
業
と
、
④
確
固
た
る
業
と
、
⑤
欲
望
を
起
さ
ず
、
利
益

を
与
え
る
も
の
と
害
す
る
も
の
と
に
対
し
て
親
し
む
こ
と
と
い
か
り
と
が
な
く
、
後
世
に
も
生
ま
れ
る
、
の
三
句
に
よ
っ
て
欲
望

の
な
い
業
と
、
㈹
二
句
を
も
っ
て
、
そ
れ
と
相
応
す
る
語
と
身
と
の
業
と
、
例
楽
と
苦
と
二
と
し
て
無
と
に
対
し
て
平
等
な
る
業

と
、
⑥
怯
弱
で
な
い
業
と
、
⑨
不
退
の
業
と
、
⑩
方
便
を
摂
持
す
る
業
と
、
⑪
二
句
に
よ
っ
て
所
対
治
を
厭
う
業
と
、
⑫
不
断
に

そ
れ
を
作
意
す
る
業
と
、
⑬
六
波
羅
蜜
を
正
し
く
実
修
し
、
摂
事
を
実
修
し
、
七
句
に
よ
っ
て
勝
進
す
る
業
と
、
⑭
正
し
い
人
に

近
づ
き
；
正
し
い
法
を
聞
き
、
閑
静
処
に
住
し
、
不
倫
な
分
別
を
断
ち
、
二
に
よ
っ
て
作
意
す
る
徳
と
、
二
に
よ
っ
て
友
と
す
る

徳
と
の
六
句
に
よ
っ
て
成
就
す
る
実
修
の
業
と
、
⑮
限
り
な
ぐ
清
浄
化
し
、
力
を
得
、
証
解
す
る
徳
、
の
三
句
に
よ
っ
て
成
就
す

る
業
と
、
⑯
集
ま
り
を
よ
く
摂
す
る
徳
、
た
め
ら
い
な
く
教
誠
し
教
授
し
、
あ
る
も
の
は
法
と
財
と
に
よ
っ
て
摂
し
、
雑
染
に
あ

ら
ざ
る
心
、
の
四
句
に
よ
っ
て
そ
れ
を
安
立
す
る
業
で
、
そ
れ
ら
諸
句
に
よ
っ
て
初
め
の
句
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
べ

菩
薩
行
と
し
て
の
業
二
二
一



ｊ

一
切
智
智
に
入
ら
し
め
る
こ
と
（
の
胃
ぐ
ゅ
］
目
］
目
目
ぐ
四
画
愚
息
）
と
は
展
転
の
業
（
冨
国
日
君
国
‐
厨
Ｈ
ｇ
煙
）
が
説
か
れ
て
い
る
。

１く

⑰

②
あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
墹
上
意
楽
を
有
し
て
い
て
も
、
顛
倒
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意
楽
（
巨
菌
の
巨
陦
冨
胃
萄
呂
ご
掛
畠
四
）
と
い
う
中
、
利
益
は
後
に
は
安
楽
で
あ
っ
て
、
例

え
ば
、
負
の
盛
な
る
者
の
梵
行
（
胃
：
日
騨
ｏ
胃
樹
）
の
如
く
で
あ
る
。
安
楽
は
現
在
の
喜
び
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
欲
の
あ
る
者
が
批

⑭

難
せ
ら
る
ゞ
へ
き
境
界
（
出
く
い
身
騨
ぐ
賦
葛
沙
）
に
お
い
て
受
用
す
る
如
く
で
あ
る
。
利
益
と
安
楽
と
は
現
在
と
未
来
と
に
お
け
る
喜
び
で
あ

⑮

っ
て
、
例
え
ば
、
そ
れ
と
同
じ
、
少
々
の
負
（
冒
国
茸
胃
凋
四
）
を
も
つ
も
の
の
梵
行
す
る
如
く
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
諸
菩
薩
が
、
現
在

と
未
来
と
に
お
い
て
諸
有
身
者
が
無
上
な
る
安
楽
に
如
何
に
親
近
す
尋
へ
き
か
と
考
え
て
、
信
解
（
胃
騨
呂
目
）
と
欲
（
。
ｇ
目
騨
）
と
を

⑯

自
体
と
す
る
盛
な
る
意
図
（
骨
窪
冨
）
の
あ
る
の
が
、
増
上
意
楽
で
あ
る
。

三
十
二
の
意
味
は
、
十
六
の
業
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
中
、
業
な
る
も
の
（
冨
儲
目
鼻
く
圏
）
は

⑬

実
に
な
さ
れ
る
寺
へ
き
も
の
（
冨
局
目
ご
胃
ぐ
ぃ
）
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

る
。
同
様
に
、
他
の
（
も
、
賠
曽
）
す
韓
へ
て
の
句
に
お
い
て
も
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意
楽
の
教
説
が
適
応
さ
れ
る
。

⑱
‐
Ｉ
‐
ｌ
‐
１
１
‐
１
１
１

□
〕
灯
（
含
冒
）
よ
り
千
灯
に
拡
大
す
る
如
く
、
展
転
の
業
に
よ
っ
て
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意
楽
が
説
か
れ
て
い

き
で
あ
る
。
〔
偶
に
、
〕

実
に
、
最
初
の
句
に
よ
っ
て
、
徳
に
関
連
す
る
句
の
別
態
が
あ
る
。

実
に
、
最
初
の
句
に
よ
っ
て
、
種
々
な
る
意
味
に
よ
る
種
々
な
る
句
が
あ
る
。

と
、
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
（
佐
々
木
四
本
対
照
附
、
毛
忠
息
．
届
ｌ
や
匿
息
．
届
）

〔
無
性
註
〕

「
２

↑
４

四



(5) ㈹
堅
固
な
る
増
上
意
楽
（
（
首
：
且
ご
月
幽
冨
）
と
は
、
確
固
た
る
業
（
己
息
○
厚
曼
農
胃
目
色
）
が
説
か
れ
る
。
輪
廻
に
属
す
る
諸
苦
に

⑳

よ
っ
て
心
の
怖
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑧
我
慢
を
推
破
す
る
こ
と
（
白
目
四
‐
耳
凰
冨
昌
四
）
と
は
、
他
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
ず
に
自
ら
実
行
す
る
業
（
園
Ｈ
ｏ
身
○
茸
習
眉
の
屑
四
目

⑳

⑳
ぐ
胃
農
冒
昌
○
盟
冨
儲
目
色
）
が
説
か
れ
る
。
勧
請
を
待
た
ず
に
説
法
に
入
る
か
ら
で
あ
る
。

私
は
何
故
に
と
い
う
よ
う
に
知
る
こ
と

と
‘
浬
藥
の
辺
際
に
至
る
ま
で
畢
寛
じ
て
友
（
鼻
急
昇
脚
目
詳
３
日
怠
く
四
口
目
Ｈ
ぐ
§
名
目
冨
昇
鼻
母
の
）
と
い
う
三
は
、
欲
望
の
な
い
業

（
昌
団
日
尉
鳥
目
目
沙
）
な
ど
三
種
が
説
か
れ
る
。
そ
の
中
、
欲
望
と
無
関
係
と
い
う
中
、
欲
望
の
た
め
に
、
そ
の
慈
愛
は
虚
構
で
あ
っ

⑳

て
、
准
得
が
あ
る
ま
で
慈
愛
す
る
か
ら
で
あ
る
。
欲
望
の
な
い
慈
愛
は
虚
構
で
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
切
時
に
〔
慈
愛
は
〕
な
い
こ
と

に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
如
何
な
る
欲
望
に
よ
っ
て
い
る
の
か
。
友
が
、
友
と
友
に
非
ざ
る
も
の
に
対
し
て
、
親
し
む
こ
と
と
激
怒

と
を
も
つ
の
で
あ
り
、
平
等
な
る
心
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
欲
望
の
な
い
（
勺
．
培
浮
）
心
に
あ
る
も
の
は
両
者
に
対
し
て
心
は
平
等

菩
薩
行
と
し
て
の
業
一
二
五

‐
，
．
…
⑪

と
も
説
か
れ
て
い
る
。

る
こ
と
な
く
実
行
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

自
ら
が
知
る
徳
は
無
比
で
あ
り
、
自
ら
が
知
る
こ
と
の
な
い
垢
〔
も
〕
無
比
で
あ
る

天
も
人
も
含
め
て
こ
の
趣
は
、
こ
れ
ら
二
分
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
、
侵
害
す
る
。

・
・
・
・
・
・
⑳
⑳
：
・
・
・
．

と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
次
の
如
く
、

自
ら
が
知
る
と
は
心
髄
の
友
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
、
云
々
、

虚
構
の
な
い
慈
愛
（
堕
胃
胃
旨
〕
凹
冒
①
日
塑
ご
）
と
、
友
と
友
に
非
ざ
る
者
と
に
対
し
て
の
平
等
な
る
心
（
ｇ
洋
風
目
旨
①
の
ロ
圏
目
５
９
茸
“
）

⑲

に
よ
っ
て
、
不
顛
倒
の
業
（
Ｐ
負
冨
ご
閑
農
肖
目
幽
）
が
説
か
れ
る
。
自
ら
が
知
る
の
は
顛
倒
す

’

⑳



⑦
無
限
の
大
悲
（
名
目
旨
ｏ
宮
口
ロ
四
目
昏
際
閏
巨
箇
）
と
は
へ
楽
と
苦
と
二
と
し
て
無
と
に
対
し
て
平
等
な
る
業
（
合
算
富
の
鳥
目
号
騨
‐

冨
曽
＄
自
営
際
自
冒
騨
）
が
説
か
れ
て
い
る
。
凡
そ
苦
の
あ
る
も
の
に
対
し
て
悲
は
起
る
が
、
楽
で
あ
る
も
の
に
は
起
ら
な
い
と
い
う

そ
う
い
う
業
は
平
等
で
な
い
。
一
方
に
対
し
て
起
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
菩
薩
は
、
楽
や
苦
や
苦
に
も
あ
ら
ず
楽
に
も
あ
ら
ざ
る
も
の

で
も
あ
れ
、
有
情
と
し
て
摂
せ
ら
れ
る
も
の
は
行
の
苦
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
〔
有
情
〕
を
差
別
す
る
こ
と
な
く
悲
し

む
故
に
、
業
は
平
等
で
あ
る
。

⑥
疲
労
の
な
い
意
（
農
）
、
日
ご
一
自
国
目
習
い
臣
）
と
は
、
不
退
の
業
（
ｇ
う
『
胃
冨
ロ
ョ
巴
門
胃
冒
⑳
）
が
説
か
れ
て
い
る
。
有
情
が
邪
行

⑳

（
冒
拝
ご
骨
爲
昌
冒
昔
）
す
る
か
ら
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意
楽
に
随
う
業
よ
り
退
転
す
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
か
ら

⑥
適
切
な
言
葉
と
笑
顔
と
を
も
っ
て
先
ず
語
る
こ
と
（
胃
画
日
』
画
く
鼻
冨
薗
目
匡
菌
白
鳥
冨
冒
う
動
匡
号
目
３
口
四
国
）
と
い
う
こ
れ
ら

⑳

業
が
説
か
れ
て
い
る
。
聞
か
れ
て
い
る
か
ら
聞
で
あ
っ
て
、
経
（
祠
暗
曽
）
等
の
諸
法
が
〔
聞
か
れ
る
の
〕
で
あ
っ
て
、
聞
か
れ
る
も

⑳

の
は
何
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
。
意
味
は
そ
れ
ら
と
同
じ
も
の
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
間
と
意
味
と
の
二
に
満
足
し
て

う
辛
苦
に
勤
む
精
進
を
捨
て
て
い
な
い
故
に
、

⑳

(8) で
あ
る
。
欲
望
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
友
に
随
う
も
の
（
臼
冒
口
ぐ
胃
冨
）
は
命
の
あ
る
限
り
随
う
の
で
あ
っ
て
；
永
久
に
で
は
な
い
。
け
れ

ど
も
、
菩
薩
は
欲
望
が
な
く
て
慈
愛
す
る
の
で
あ
っ
て
、
別
の
世
に
も
随
応
す
る
の
で
あ
る
か
ら
浬
藥
に
至
る
ま
で
永
久
に
慈
愛
す
る

⑮

子
婁
の
る
。

二
は
、
』
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意
楽
と
相
応
す
る
語
と
身
と
の
業
（
ぐ
鼻
圃
冨
冨
儲
冒
秒
）
が
説
か
れ
て
い
る
。

⑩
聞
と
意
味
（
胃
具
習
昏
四
）
と
に
よ
っ
て
満
足
し
て
し

受
け
た
辛
苦
に
絶
望
が
な
い
こ
と
と
は
、
怯
弱
で
な
い
業
（
且
目
鼻
胃
日
騨
）
が
説
か
れ
て
い
る
。
一
切
の
有
情
を
救
済
す
る
と
い

⑳

故
に
、
誓
い
の
如
く
成
就
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
わ
な
い
こ
と
（
騨
再
君
は
）

と
は
、
方
便
を
摂
持
す
る
（
員
〕
劇
員
）
胃
蒟
国
富
富
）

一
一
一
一
ハ



〔
》
騨
冒
沙
庁
倒
）
、
．

‐
Ｌ

、

し
ま
わ
な
い
と
は
満
足
を
知
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
有
情
を
成
熟
す
る
方
便
を
摂
持
す
る
業
で
あ
る
。

足
し
て
し
ま
わ
な
い
の
は
、
分
に
随
っ
て
（
冨
普
号
冒
ぐ
菌
）
句
と
文
字
の
接
続
に
よ
っ
て
法
が
示
さ
れ
｝

⑫

⑫
…
…

と
言
わ
れ
て
い
る
。
誰
か
が
罪
を
お
か
し
た
場
合
に
利
益
し
よ
う
と
す
る
た
め
で
な
く
、
怒
っ
て
言
う
と
き
～
彼
の
そ
の
言
葉
も
ま
た

⑬

信
受
す
、
へ
き
も
の
で
な
い
か
ら
、
い
よ
い
よ
逆
い
、
邪
行
を
な
す
こ
と
に
な
る
が
、
一
子
〔
に
対
す
る
場
合
〕
と
等
し
い
慈
愛
を
起
す

．
．
…
・
＠

も
の
は
罪
を
ま
ね
く
と
も
、
再
び
な
さ
な
い
と
い
う
戒
禁
も
摂
持
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
。

⑪く
制
せ
ら
れ
て
、
し
か
も
信
受
す
雫
へ
き
言
葉
（
且
。
冒
く
鼻
冨
）
に
よ
っ
て
、
他
人
を
し
て
な
す
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
よ
り
離
れ

⑰
⑬
：
．
…
⑮

し
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
て
な
く
て
は
離
れ
し
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、

⑳

不
可
能
（
閉
昏
倒
四
）
で
あ
り
、
機
会
が
な
く
（
閏
扇
ぐ
鳥
月
農
）
、
自
ら
邪
に
入
る
人
に
と
っ
て
、
云
々
、

と
、
経
中
に
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
世
間
に
お
い
て
も
、

⑳

〃
自
ら
の
過
失
を
過
失
と
知
る
と
き
、
あ
る
時
に
は
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
対
し
て
徳
を
取
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

て
そ
れ
を
知
ら
し
め
る
。
そ
れ
（
も

の
心
は
受
用
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、

菩
薩
行
と
し
て
の
業

⑮
⑯
。
…
・
・
１
１
１
１
１

は
貧
、
（
国
盟
）
等
で
あ
る
。
そ
れ
を
厭
う
と
は
転
回
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
ら
の
誤
失
の
過
失
を
見
る
と
き
、
そ
れ
よ
り
離
れ
る
。
ょ

ｆ

４

１
，
Ｊ
。
，
。
１
１
－
ノ
．
１
，
Ｊ
卜
○
《
、
ノ
Ｔ
刊
、
《
－
１
１
‐
ト
ー
Ｊ
島

二
句
に
よ
っ
て
所
対
治
を
厭
う
（
ａ
８
四
口
目
）
業

⑨

増
上
慢
を
離
れ
な
い
。

一
切
の
行
道
に
お
い
て
（
員
働
圃
昏
①
曽
）

他
人
の
誤
失
に
怒
る
こ
と
な
く
導
く
こ
と
と
い
う
こ
れ
ら
二

⑬

思
曽
）
と
は
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意
楽
に
適
応
す
る
。
一
切
の
所
作
に
菩
提

、

『
行
境
清
浄
経
』
中
に
、

二
一
七

⑭

三洋

画
提
心
を
受
用
す
る
こ
と

と
は
、
自
ら
の
誤
失
に
（
弾
日
蝕
農
園
犀
①
智
）
過
失
を
見
る
こ
と
ａ
○
超
８
門
‐

を
成
熟
す
る
方
便
を
摂
持
す
る
業
で
あ
る
。
聞
と
意
味
と
に
よ
っ
て
満

・
・
…
。
⑪

句
と
文
字
の
接
続
に
よ
っ
て
法
が
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑫

〔
句
〕
↑
に
よ
〔
ゞ
っ
て
説
か
れ
て
い
〕
る
。
そ
の
中
、
所
対
治

｛
、
、

と
樫
偲

不
断
に
（
の
閏
昌
国
冒
）

そ
れ
を
作
意
す
る
業
に
よ
っ

⑪



に
よ
っ
て
摂
せ
ら
れ
た
方
便
（
ロ
己
品
凰
冒
８
凰
冨
）
〔
と
い
う
句
〕
に
至
る
ま
で
〔
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
〕
。
更
に
段
々
と
（
眉
胃
冒
‐

冒
凰
）
歓
喜
等
の
地
の
位
態
の
、
説
か
れ
る
如
き
所
対
治
を
残
り
な
く
除
く
六
波
羅
蜜
と
〔
四
〕
摂
事
は
、
す
ぐ
れ
て
い
て
勝
進
に
到

⑯

る
と
こ
ろ
の
因
で
あ
る
。
業
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
。
四
つ
の
波
羅
蜜
多
は
そ
れ
と
同
じ
言
葉
で
説
か
れ
て
い
る
。
区
別
の
あ

る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
説
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
有
情
の
利
益
の
所
作
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
、
菩
薩
は
無
色
界
に

生
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
菩
薩
の
禅
定
な
る
も
の
は
無
色
界
を
除
外
し
た
の
で
あ
り
、
棄
捨
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
方
便
に
善
巧

で
あ
る
の
は
大
悲
を
有
す
る
慧
（
官
且
鼠
）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
有
情
の
利
益
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
と
、
有
情
の

利
益
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
佛
た
る
も
の
（
盲
目
冒
団
）
は
有
情
の
利
益
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

汝
は
慧
含
且
目
）
と
悲
（
冨
目
目
）
と
の
二
が
相
応
し
て
、
受
持
し
て
他
を
利
益
す
る
。

⑰

利
他
と
し
て
の
正
行
は
菩
提
行
唯
一
の
道
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

‐
１
１
海
⑲

四
摂
事
は
布
施
（
尉
口
四
）
と
愛
語
（
官
ご
餌
乱
ｅ
団
）
と
利
行
（
胃
目
四
○
胃
乱
）
と
同
事
（
“
四
日
目
副
昏
幽
薗
）
と
で
あ
る
。
布
施
は
摂
受

の
た
め
に
（
同
．
思
念
）
布
施
を
起
す
。
愛
語
は
よ
く
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
説
法
の
相
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
利
行
は
善
に
入
る

か
ら
で
あ
り
、
よ
く
受
持
す
る
こ
と
（
留
日
且
習
四
）
の
自
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
事
は
和
合
す
る
か
ら
で
あ
り
、
共
な
る
徳
を
性

⑳
、

質
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
或
は
布
施
と
は
法
の
器
と
な
す
。
愛
語
と
は
法
を
信
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
利
行
と
は
法
を
信

⑮

処
す
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
一
切
の
有
情
を
菩
提
の
心
髄
（
ｇ
目
目
騨
且
騨
）
に
処
す
べ
し
と
、
心
を
発
す
。
云
々
、

と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

⑬

〔
六
波
羅
蜜
を
正
し
く
実
修
し
、
摂
事

｜

を
実
修
し
、
〕
七
句
に
よ
っ
て
勝
進
す
る
業
と
は
、
報
酬
を
期
待
し
な
い
布
施
よ
り
四
摂
事

一
二
八



恭
敬
（
勺
．
隠
舎
）
し
て
法
を
聞
く
と
は
、
す
な
わ
ち
、

⑬

，
十
六
の
行
相
を
も
っ
て
法
は
聴
聞
さ
れ
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

菩
薩
行
と
し
て
の
業

二
と
し
て
無
な
る
慈
愛
と
い
う
よ
り
、
善
友
に
親
近
す
る
に
至
る
ま
で
〔
の
句
〕
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
作
意
す
る
徳
と
友
と
す
る

徳
と
の
二
は
そ
れ
ぞ
れ
二
句
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

⑳

こ
れ
ら
の
中
、
戒
が
存
在
す
る
か
ら
持
戒
者
で
あ
る
。
戒
を
罪
と
す
る
も
の
は
破
戒
者
で
あ
る
。
彼
ら
か
ら
法
を
聞
く
と
き
、
法
を

恭
敬
す
る
故
に
、
か
れ
ら
両
者
を
と
も
に
、
よ
き
友
と
し
て
想
う
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等
に
親
近
す
る
。
破
戒
者
を
不
善
な
る
人
と
い
う

よ
う
に
は
理
解
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、

戒
の
劣
れ
る
も
賢
き
者
は
低
劣
で
な
く
、
利
す
る
こ
と
を
語
り
明
白
に
語
る
も
の
に
対
し
て
、

②

大
師
の
如
く
恭
敬
す
、
へ
き
で
あ
る
。
彼
の
善
く
説
く
も
の
（
の
巳
畠
昏
房
騨
）
に
対
す
る
そ
の
慈
愛
と
等
し
い
。

と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

実
修
と
は
成
就
す
る
実
修
（
昌
遇
四
蚤
冒
昌
○
魑
）
で
あ
る
。
お
よ
そ
そ
の
成
就
す
る
も
の
が
業
で
あ
る
。

、

⑭

、

解
し
実
行
す
る
。
同
事
と
は
つ
と
め
て
努
力
す
る
。
絶
え
ず
種
々
（
ぐ
目
茸
沙
）
と
な
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
こ
そ
が
方
便
で
あ
る
。

⑨

自
体
と
し
て
摂
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

面
罵
侭
目
四
）
と
、
二
に
よ
っ
て
友
と
す
る
徳
、
と
の
〕
六
句
に
よ

よ
り
、
友
と
す
る
徳
と
い
う
そ
れ
ら
〔
六
句
〕
は
経
に
い
う
八
句
で
あ
る
。
〔
そ
の
八
句
に
よ
る
業
は
〕
持
戒
者
と
破
戒
者
に
対
し
て

〔
正
し
い
人
に
近
づ
き
、
正
し
い
法
を
聞
き
、
閑
静
処
に
住
し
、
不
倫
な
分
別
を
断
ち
、
二
に
よ
っ
て
作

っ
て
成
就
す
る
実
修
の
業
と
い
わ
れ
る
中
、

動

’

正
し
い
人
に
近
づ
き
と
い
』
フ

二
一
九 成

就
す
る
所
作
の
故
に

意
す
る
徳
言
国
再
閉
］
‐



四
梵
住
を
浄
化
す
る
云
、
べ
は
四
無
量
（
。
呉
働
昌
眉
矧
自
目
目
）
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
慈
（
目
Ｐ
洋
風
）
、
悲
（
菌
Ｈ
ｇ
巴
、
喜
（
口
旨
臼
薗
）

⑥

拾
（
§
鳥
箇
）
が
梵
住
（
胃
台
目
富
‐
ぐ
房
剖
沙
）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
成
就
す
る
と
き
、
清
浄
な
る
も
の
が
：
：
：
の
如
く
顕
証
す
る
も
の

（
言
§
煙
冨
）
で
あ
る
か
ら
証
相
（
冒
噌
）
の
声
を
得
る
。

⑯

力
（
頁
号
目
ぐ
四
）
と
は
力
（
ｇ
旨
）
で
あ
っ
て
、
五
通
を
も
っ
て
遊
戯
す
る
（
く
房
国
８
口
轡
）
神
通
官
目
言
）
は
大
で
あ
る
。
漏
尽
通

⑰

（
閉
園
く
こ
ぶ
騨
乱
ｇ
言
巴
は
〔
五
通
の
〕
力
（
百
号
目
ぐ
ゅ
）
で
な
い
。
慧
解
脱
（
官
旦
別
‐
ぐ
旨
旨
炭
は
）
は
大
な
る
神
通
（
ロ
目
巨
）
で
な
い

か
ら
で
あ
る
。
或
は
、
そ
れ
は
菩
薩
の
位
態
で
あ
る
か
ら
未
だ
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
成
就
す
る
証
相
（
冒
盟
）
で
あ
る
。

⑬

業⑮住
を
浄
化
す
る
こ
と
、
五
通
に
よ
っ
て
遊
戯
す
る
こ
と
、
智
を
任
持

不
倫
な
分
別
と
は
欲
等
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
舞
踏
や
：
…
歌
な
ど
世
間
の
種
を
な
る
こ
と
に
愛
楽
し
な
い
こ
と
に
よ
っ

…
…
＠

て
そ
れ
ら
を
全
く
断
っ
て
い
る
。

証
解
（
冒
呉
目
＆
富
）
と
は
現
証
（
出
冨
創
富
国
ｇ
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
証
す
る
自
在
で
あ
っ
て
、
智
を
任
持
す
る
こ
と
と
い
う

⑳
⑳
…
・
・
・

よ
う
に
説
示
さ
れ
て
い
る
。
〔
智
〕
は
自
内
証
（
冒
騨
ｑ
留
日
胃
〕
）
に
よ
る
現
量
（
官
騨
ｑ
騨
庸
四
）
の
智
で
あ
る
（
呵
・
賠
習
）
。
任
持
す
る
こ

＠

と
（
冒
四
爵
閏
騨
爲
↑
）
と
は
、
洞
穴
（
鵯
旨
く
胃
鳥
四
）
〔
に
お
け
る
場
合
の
如
く
〕
で
あ
り
、
量
（
証
権
）
と
し
て
説
い
て
い
る
の
で
あ
る

作
意
す
る
徳
と
は
、
声
聞
や
独
覚
乗
に
求
め
る
こ
と
を
捨
て
、
大
乗
の
徳
を
求
め
る
こ
と
に
相
応
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

友
と
す
る
徳
と
は
、
悪
友
を
断
ち
、
善
友
に
親
近
す
る
。

、

住
処
よ
り
一
ク
ロ
ー
シ
ャ
（
冨
○
召
）
離
れ
て
い
る
の
が
閑
静
処
で
あ

⑪
：
…
‐

〔
限
り
な
く
清
浄
化
し
、
力
を
得
、
証
解
す
る
徳
の
〕
三
〔
句
〕
に
よ
っ
て
成
就
す
る
業
と
は
成
就
す
る
証
相
（
冒
盟
）
で
あ
る
。

⑥

（
冒
鄙
冒
騨
）
の
語
は
こ
こ
で
証
相
（
冒
唱
）
の
同
義
異
語
に
属
す
る
。
無
量
と
力
と
証
解
す
る
徳
な
ど
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
〔
四
梵

牛
リ
マ
Ｑ
こ
し
ロ

④
。
恭
敬
し
て
と
は
如
実
に
恭
敬
す
る
の
で
あ
る
。

、

’ ｜

’

＠

が
説
か
れ
て
い
る
。

⑩

二

二

○



菩
提
心
を
先
と
す
る
こ
と
と
は
、
そ
れ
（
菩
提
心
）
に
よ
っ
て
摂
取
さ
れ
て
い
る
（
冒
昌
唱
騨
ｇ
）
か
ら
雑
染
に
あ
ら
ざ
る
心
と
し
て

⑥
…
…

〔
説
か
れ
て
〕
い
る
。
尊
崇
（
匡
凰
ｍ
ｐ
ｐ
四
）
な
ど
は
こ
の
命
の
結
果
の
た
め
に
貧
り
求
め
る
こ
と
（
の
：
咽
薗
）
を
考
え
て
い
な
い
か
ら

…
・
・
・
⑥

で
あ
り
、
し
か
も
、
大
菩
提
（
昌
昏
３
只
冒
）
が
達
成
さ
れ
る
ゞ
へ
き
（
官
骨
国
く
意
）
で
あ
る
と
思
念
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

菩
薩
行
と
し
て
の
業
二
二
一

諦
を
尊
重
す
る
こ
と
と
は
、
法
と
財
と
に
よ
っ
て
摂
す
る
と
い
っ
て
、
そ
の
説
述
は
努
力
奮
起
す
る
も
の
（
ロ
身
○
苛
昌
四
）
で
も
い
か

な
る
も
の
で
も
、
〔
法
と
財
と
の
〕
両
者
に
よ
っ
て
正
し
く
建
立
す
る
こ
と
（
団
冒
ぐ
号
目
窓
）
を
認
め
て
、
法
と
財
と
の
二
に
よ
っ
て

⑥

か
く
の
如
く
成
就
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
業
で
あ
る
。

⑯

あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
業
で
あ
っ
て
、
成
就
と
邪
成
就
に
住
す
る
有
情
達
〔
を
見
捨
て
な
い
こ
と
（
胃
、
量
冒
詐
冒
官
騨
武
冨
洋
風
巨
薗
目
目

の
鼻
乱
目
日
胃
旨
蕨
騨
晶
農
）
〕
と
い
う
よ
り
終
り
に
至
る
ま
で
〔
の
句
が
適
応
し
て
い
る
の
〕
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
説
述

一
語
を
説
く
こ
と
と
は
た
め
ら
い
の
な
い
教
誠
と
教
授
（
ゆ
く
Ｐ
ぐ
目
幽
‐
貰
旨
３
困
昌
）
は
信
受
す
、
へ
き
言
葉
（
目
①
園
‐
ぐ
鼻
冨
）
で
あ
る

が
故
に
、
そ
し
て
、
た
め
ら
い
の
あ
る
言
葉
は
信
受
す
べ
き
も
の
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

、

を
し
な
い
。

⑯あ；が
る⑩、
○一

は
、
集
ま
り
を
よ
く
摂
す
る
徳
と
い
う
よ
り
終
り
に
至
る
ま
で
で
あ
る
。

、

〔
集
ま
り
を
よ
く
摂
す
る
徳
は
〕
破
戒
者
が
不
善
な
る
処
よ
り
出
る
の
で
あ
っ
て
、
善
を
安
立
す
る
の
で
あ
り
、
し
り
ぞ
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
れ
を
安
立
す
る
業
と
は
、
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
、
そ
の
増
上
意
楽
を
安
立
す
る
の
が
そ
れ
を
安
立
す
る
で

〔
限
ら
れ
た
〕

〔
集
ま
り
を
よ
く
摂
す
る
徳
、
た
め
ら
い
な
く
教
誠
し
教
授
し
、
法
と
財
と
に
よ
っ
て
摂
し
、
靴
染
に
あ
ら
ざ
る
心
、
の
〕
四
句

境
の
み
（
胃
ｇ
四
日
御
国
）
を
〔
知
る
〕
識
（
臼
百
日
国
）
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
寂
静
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で

、

｜'



ﾛ召
ノト､､

耳

偶
頌
の
意
味
は
既
に
説
明
し
お
わ
っ
て
い
る
。
弓
の
ご
侭
賠
冒
鱈
Ｉ
陪
習
・
》
玄
梁
訳
。
大
正
三
一
・
四
二
頁
Ｃ
ｌ
四
一
三
頁
ｂ
参

註
第
二
章
第
三
十
四
節
と
い
う
節
の
分
け
方
は
Ｅ
・
ラ
モ
ッ
ト
本
に
よ
る
。

①
『
佛
教
学
序
説
』
一
八
二
’
一
八
三
、
二
○
七
’
一
二
九
頁
な
ど
参
照
。

な
お
、
職
伽
唯
識
に
お
け
る
業
思
想
の
成
立
を
叙
述
す
る
も
の
と
し
て
、
数
多
く
の
唯
識
諭
吉
の
中
、
『
唯
識
二
十
論
」
の
第
十
八
偶
以
下
が

重
要
と
思
わ
れ
る
。
山
川
益
・
野
沢
静
証
『
世
親
唯
識
の
原
典
解
明
』
、
安
井
広
済
『
唯
識
二
十
論
講
義
』
九
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。

②
野
沢
静
証
「
智
吉
祥
造
荘
厳
経
論
総
義
に
就
て
」
『
佛
教
研
究
』
第
二
巻
第
二
号
所
収
、
一
二
七
’
一
二
八
頁
に
よ
る
。

③
荒
牧
典
俊
「
摂
大
乗
論
第
二
章
第
三
十
二
節
」
（
「
印
佛
研
」
第
十
二
巻
第
二
号
所
収
）
お
よ
び
、
宇
井
伯
寿
「
摂
大
乗
論
研
究
」
、
武
内
紹
晃

「
世
親
釈
摂
大
乗
論
所
知
相
分
の
組
織
」
（
「
龍
谷
大
学
論
集
』
三
六
四
号
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

④
こ
の
本
文
に
対
し
て
、
無
性
は
次
の
よ
う
に
註
釈
し
て
い
る
。

略
号

〆
Ｅ
・
ラ
モ
ッ
ト
本
・

勺
の
冨
固
、
酌
弓
．
・

佐
々
木
四
本
対
照
・

佐
倉
木
四
本
対
照
附

印
佛
研
・

〔
〕
内
．

釈
す
る
も
の
の
意
図
に
順
ず
る
の
で
あ
る
。
徳
に
よ
る
か
、
或
は
、
意
味
に
よ
る
か
と
は
、
徳
の
意
図
と
意
味
の
意
図
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
反

「
と
も
か
く
以
上
は
、
解
釈
す
る
も
の
弓
．
麗
函
）
の
意
図
に
関
係
せ
ず
に
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

Ｆ
四
⑳
○
日
目
の
（
旨
の
３
］
己
ぐ
曾
胃
巳
①
》
ご
認

北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経

佐
女
木
月
樵
「
漢
訳
四
本
対
照
摂
大
乗
論
』

右
同
書
所
収
チ
零
ヘ
ッ
ト
訳
摂
大
乗
論

「
印
度
学
佛
教
学
研
究
』

本
文
そ
の
他
に
よ
っ
て
補
う
言
葉

す
で
に

説
か
れ
た
意
味
を
説
く
こ
と
は
解

二

二



復
し
、
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
が
徳
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
自
ら
よ
く
し
よ
う
と
す
る
人
々
が
道
に
従
っ
て
修
習
さ
れ
る
。
へ
き
で
あ
る
。
観
察
さ
れ

る
、
へ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
は
ま
さ
に
知
ら
れ
る
、
へ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
決
定
的
に
修
習
さ
れ
る
尋
へ
き
で
は
な
い
。
苦
性
の
如
く
で
あ

る
。
」
（
勺
①
箇
口
函
臆
ｇ
澤
山
電
亀
）

⑤
こ
れ
ら
「
徳
に
よ
る
」
句
は
「
解
深
密
経
』
序
品
、
「
佛
地
経
』
因
縁
品
、
『
翻
訳
名
義
大
集
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
長
尾
雅
人
教
授
よ
り
『
華
厳
経
」
の
如
来
名
号
品
や
出
世
問
品
の
各
品
の
初
め
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
の
教
示
を
得
た
。

如
来
名
号
品
で
は
、
「
三
時
の
平
等
性
を
証
解
す
る
」
と
い
う
句
ま
で
を
掲
げ
（
大
正
九
、
四
一
八
頁
ａ
、
大
正
十
、
五
七
頁
ｃ
、
胃
官
晶
影
印

二
五
、
七
八
頁
、
三
、
二
）
、
雛
世
間
品
で
は
「
虚
空
界
の
辺
際
を
尽
し
」
と
い
う
句
ま
で
を
挙
げ
て
い
る
。
（
大
正
九
、
六
三
一
頁
ｂ
、
大
正
十

二
七
九
頁
ａ
、
呼
嵐
品
影
印
二
六
、
五
九
頁
、
一
、
四
）
。
な
お
、
徳
と
い
う
語
の
聡
伽
唯
識
に
お
け
る
意
味
は
山
口
益
『
世
親
の
浄
土
論
』
、

八
三
’
八
四
頁
な
ど
参
照
。

⑥
こ
れ
ら
諸
徳
の
内
容
、
及
び
、
諸
本
に
よ
る
徳
の
句
の
数
え
方
の
相
速
な
ど
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
。
“

⑦
チ
言
ヘ
ッ
ト
訳
の
本
文
及
び
無
性
註
は
、
聰
切
‐
冒
鼎
昌
烏
且
‐
憩
宮
で
あ
る
が
、
漢
訳
諸
本
、
及
び
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
世
親
註
の
鰐
①
鴨
‐
層
Ｈ
目
烏
且
‐

冨
官
に
よ
っ
て
理
解
す
る
。

⑥
こ
の
語
に
相
当
す
る
漢
訳
は
、
由
義
処
（
玄
英
訳
）
、
義
依
止
（
笈
多
共
行
矩
等
訳
）
、
因
事
義
依
止
（
真
諦
訳
）
、
義
増
上
（
佛
陀
扇
多
訳
）

と
見
ら
れ
る
。
（
佐
凌
木
四
本
対
照
、
四
九
頁
）
。
な
お
、
以
下
の
引
用
文
は
、
Ｅ
・
ラ
モ
ヅ
ト
教
授
の
指
摘
す
る
よ
う
に
『
宝
積
経
」
に
も
見

ら
れ
る
。
長
尾
雅
人
訳
「
迦
葉
品
」
（
『
大
乗
佛
典
』
９
所
収
）
、
三
○
’
三
四
頁
、
及
び
註
（
卯
）
を
参
見
さ
れ
た
い
。

⑨
漢
訳
四
本
及
び
「
迦
葉
品
」
に
よ
っ
て
菩
薩
の
語
の
重
複
を
さ
け
た
。

⑩
本
文
の
叙
述
に
従
っ
て
、
あ
え
て
三
十
二
の
句
に
分
け
な
か
っ
た
。

⑪
こ
の
業
（
厨
の
）
に
相
当
す
る
漢
訳
は
、
佛
陀
扇
多
訳
が
「
作
事
」
と
す
る
以
外
、
他
の
一
二
訳
は
「
業
」
と
な
っ
て
い
る
。
（
佐
倉
木
四
本
対
照
、

五
○
頁
）
。
従
っ
て
暦
儲
日
魚
ロ
と
し
て
理
解
す
る
。

⑫
勺
①
冨
品
の
…
普
目
‐
ｇ
四
‐
ｇ
目
臭
は
。
：
吾
＄
ｉ
ご
秒
‐
９
房
臭
の
誤
写
。
デ
ル
ゲ
版
は
・
・
・
皆
①
唾
・
之
．

菩
薩
行
と
し
て
の
業
一
三
三



⑳⑭⑳⑳⑳

二
二
四

⑬
玄
英
訳
「
釈
日
、
三
十
二
法
由
十
六
業
、
分
別
顕
示
、
説
彼
業
故
・
」
（
大
正
三
一
、
四
二
ｃ
）

⑭
玄
英
訳
「
或
有
利
益
而
非
安
楽
、
如
盛
負
者
強
修
梵
行
。
或
有
安
楽
而
非
利
益
、
如
楽
欲
者
受
用
種
種
有
罪
境
界
。
」

⑮
玄
英
訳
「
或
有
利
益
亦
是
安
楽
、
如
薄
塵
者
楽
修
梵
行
。
」

⑯
玄
英
訳
「
菩
薩
作
如
是
心
。
云
何
皆
令
一
切
有
情
、
当
得
無
上
利
益
安
楽
。
言
意
楽
者
欲
及
勝
解
以
為
自
性
。
此
意
楽
勝
故
、
名
増
上
意
楽
・
」

⑰
玄
奨
訳
「
菩
如
一
燈
転
然
千
燈
」
。
世
親
註
も
こ
の
職
を
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
「
荘
厳
経
論
」
に
圃
昏
凰
冨
、
目
目
島
矧
号
冒
ご
画
威
呂
日
凹
冨
‐

ロ
島
冒
昌
。
昌
具
胃
④
日
当
○
、
留
日
丙
ご
ｇ
Ｏ
ｐ
四
３
困
冒
ロ
閏
①
戴
く
冨
苗
目
胃
息
命
再
自
〆
』
鯉
号
）
と
い
い
、
「
維
摩
経
」
に
も
同
様
の
内
容

の
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
『
イ
ン
ド
古
典
研
究
」
１
所
収
の
大
鹿
実
秋
校
訂
「
チ
尋
ヘ
ッ
ト
文
維
摩
経
テ
キ
ス
ト
」
亨
弓
切
員
９
１
厘
．
両
．
閉
四
日
○
＃
①
》

同
国
ロ
の
①
誼
目
①
目
①
鼻
：
ご
目
巴
四
国
Ｈ
且
己
曽
つ
み
認
》
『
大
乗
佛
典
』
７
所
収
の
長
尾
雅
人
邦
訳
、
六
四
頁
な
ど
参
照
。
な
お
、
こ
こ
の
無
性

註
に
示
す
業
の
名
に
は
「
実
修
」
（
冒
昌
○
忠
）
の
語
が
省
か
れ
て
い
る
。

⑬
弓
⑦
嵐
品
は
壱
四
‐
匿
冒
四
口
‐
目
：
・
で
あ
る
が
、
デ
ル
ゲ
版
の
壱
四
ｉ
毎
日
啓
四
口
‐
函
・
・
・
に
よ
る
。

⑲
刃
匡
品
は
ｇ
畠
・
胃
』
デ
ル
ゲ
版
は
ｇ
樹
・
日
．
チ
ベ
ッ
ト
訳
本
文
ｇ
侭
・
旨
吾
乱
尉
普
①
切
言
ロ
の
‐
の
巨
掃
ｍ
‐
園
．

⑳
…
玄
装
訳
「
謂
我
唯
有
如
是
聞
慧
、
了
知
教
証
、
自
有
堪
能
、
起
随
所
応
無
倒
加
行
。
如
有
頌
言
。
諸
有
自
称
量
勤
求
所
求
処
彼
不

逮
勅
労
而
能
到
所
到
」
。
な
お
、
こ
の
偶
の
出
典
は
未
詳
で
あ
る
。

玄
英
訳
「
他
雌
不
請
自
然
往
彼
、
為
説
正
法
・
」

玄
英
訳
「
不
能
動
壊
所
発
心
故
・
」

Ｐ
匡
品
は
ｇ
ｏ
、
‐
目
騨
旨
ロ
‐
冨
碑
奥
で
あ
る
が
、
デ
ル
ゲ
版
の
胃
Ｏ
ｍ
ｉ
目
四
日
四
旨
ロ
ー
冨
黒
ミ
に
よ
る
。

こ
こ
の
蔚
冨
銅
国
ロ
‐
園
に
対
し
て
、
〃
Ｅ
・
ラ
モ
ッ
ト
教
授
は
胃
昌
目
冨
§
に
理
解
し
て
い
る
。
「
迦
葉
品
」
の
梵
文
の
三
十
二
法
を
掲
げ

る
と
こ
ろ
で
は
曽
昌
騨
乱
ご
四
国
と
な
っ
て
い
る
が
、
長
尾
教
授
の
ご
指
摘
に
よ
っ
て
冒
餌
目
前
戯
画
国
国
と
し
て
理
解
す
る
。
な
お
世
親
註

は
こ
れ
ら
の
句
を
註
釈
し
て
「
応
量
而
語
及
先
言
是
語
業
。
含
笑
是
身
業
。
応
量
語
者
唯
作
法
語
。
言
含
笑
者
野
顔
往
来
、
作
饒
益
事
。
」
（
玄
奨

玄
典
訳
欠
。



⑳
玄
英
訳
「
如
担
而
弁
。
」

⑳
「
意
」
は
デ
ル
ゲ
版
に
よ
る
。

⑳
慰
置
品
は
ｇ
の
‐
ｇ
１
〕
菌
‐
ｇ
言
ご
房
撹
も
四
宮
…
で
あ
る
が
、
デ
ル
ゲ
版
の
ｇ
①
‐
園
Ｈ
ｇ
Ｐ
‐
ｇ
官
冒
品
‐
冒
言
…
に
よ
る
。

⑳
弓
①
匡
品
は
冒
冒
目
‐
園
…
で
あ
る
が
、
デ
ル
ゲ
版
の
日
３
口
‐
富
…
に
よ
る
。

⑳
玄
英
訳
「
義
謂
即
彼
所
詮
之
義
。
」

、
玄
英
訳
「
聞
義
無
足
、
如
所
堪
能
、
応
正
道
理
而
化
導
故
。
」

⑫
本
文
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
ｇ
ｍ
叩
閣
騎
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
巨
樹
‐
四
で
あ
る
。

⑬
．
鴨
冒
ロ
碗
試
に
よ
る
。
本
文
鴨
冨
】
］
‐
喝
』
の
．

＠
局
の
匿
品
は
目
Ｐ
‐
鰐
①
Ｈ
‐
冨
罵
・
：
で
あ
る
が
、
本
文
及
び
デ
ル
ゲ
版
の
目
‐
隅
①
‐
９
吋
：
・
に
よ
る
。

⑮
玄
英
訳
「
負
愼
等
。
」

⑳
玄
英
訳
「
欲
令
遠
離
故
名
厭
悪
。
若
於
自
罪
深
見
過
失
、
速
疾
厭
離
、
方
能
制
他
所
不
応
作
。
言
威
粛
故
、
非
餘
能
制
・
」

⑰
弓
①
匡
品
は
胃
旨
叩
冨
副
自
己
‐
ｐ
ｐ
ｍ
‐
］
尉
包
…
で
あ
る
が
、
デ
ル
ゲ
版
に
よ
っ
て
《
《
日
崖
》
を
と
る
。

⑬
胃
置
侭
は
囎
冒
ロ
ー
目
日
蝕
‐
甘
口
庁
ミ
で
あ
る
が
、
デ
ル
ゲ
版
の
鴨
冒
ロ
‐
号
員
目
色
‐
割
ロ
汁
奥
に
よ
る
。

⑲
川
典
未
詳
。
玄
奨
訳
「
若
自
住
邪
行
便
受
他
議
論
是
人
終
不
能
制
止
他
過
失
・
」

⑳
デ
ル
ゲ
版
の
…
牙
切
嘱
の
‐
ロ
呉
に
よ
る
。
勺
①
匡
品
は
…
爵
、
堀
‐
ロ
ミ

、
出
典
未
詳
。
玄
英
訳
「
若
自
犯
想
過
経
時
不
観
察
不
如
理
遠
離
慢
不
取
其
徳
。
」

、
玄
英
訳
「
若
懐
槇
盆
、
海
他
所
犯
、
以
非
利
益
非
方
便
故
、
言
不
威
粛
、
他
転
違
背
、
起
諸
邪
行
。
如
有
頌
言
。
憐
悪
如
一
子
講
挙

他
所
犯
決
定
令
受
持
後
不
復
当
犯
。
」

⑬
デ
ル
ゲ
版
の
《
《
万
》
』
に
よ
る
。

菩
薩
行
と
し
て
の
業
二
二
五

訳
、
大
正
三
一
、
三
四
八

玄
英
訳
「
如
担
而
弁
。
」

三
四
八
ｃ
）
と
訳
述
し
て
い
る
。



③
同
じ
く
度
摂
品
梵
文
第
七
十
四
偶
長
行
冒
ご
騨
鼠
目
冨
薗
３
９
号
胃
自
国
日
四
目
目
匡
昌
呉
の
３
３
算
冒
く
冒
巷
豊
凶
匡
騨
、
騨
日
喝
租
。
目
①
§
‐

ロ
鼻
息
命
寓
や
巨
画
員
屍
１
ｓ
）
参
照
。

②
同
じ
く
度
摂
品
第
七
十
四
偶
長
行
騨
昌
国
ｏ
胃
穆
曽
冒
凹
昌
〕
騨
身
且
①
胃
昏
豊
富
Ｈ
Ｂ
Ｐ
ｎ
胃
．
や
］
届
』
罠
ご
’
９
）
参
照
。

②
玄
英
訳
「
…
。
：
令
所
起
行
、
転
得
清
浄
、
転
復
微
妙
。
由
此
具
摂
方
便
自
性
」
。
同
じ
く
度
摂
品
梵
文
第
七
十
四
偶
長
行
い
四
日
習
国
『
晉
騨
苗
圃

勵
冒
冒
鼻
壱
四
詐
目
ぐ
煽
○
＆
］
ｓ
国
威
ａ
品
苗
圃
国
己
屋
課
目
目
昌
己
Ｐ
日
困
日
腎
凹
冨
ぐ
四
ｍ
目
目
目
冨
局
目
四
＄
胃
．
己
巨
③
》
勇
ら
１
９
）
参
照
。

⑨
玄
英
訳
「
由
此
加
行
、
能
令
成
満
。
是
故
説
名
成
満
加
行
。
此
即
是
業
。
」

、
玄
英
訳
に
よ
っ
て
補
う
。

③
玄
英
訳
「
於
此
二
種
能
説
法
者
、
為
間
法
故
恭
敬
法
故
、
起
善
友
想
無
有
差
別
。
是
故
説
言
善
友
無
二
。
由
是
因
縁
、
於
破
戒
者
不
応
一
向
謂

、
川
典
未
詳
。
玄

⑬
四
摂
事
に
つ
い

’
八
五
頁
参
照
。

⑲
玄
奨
訳
「
山
布

同
得
不
共
功
徳
。
」

⑳
「
荘
厳
経
論
」

一
一
一
一
一
ハ

⑭
玄
英
訳
「
…
：
・
無
間
修
治
菩
提
心
故
、
如
所
行
清
浄
契
経
中
説
」
。
こ
の
経
名
は
世
親
註
に
も
見
ら
れ
、
『
荘
厳
経
論
』
二
利
品
第
九
偶
下
の
長

行
中
命
冨
．
ぐ
．
詞
巴
怠
．
弓
》
具
．
旨
．
③
）
に
も
見
ら
れ
る
。

⑮
出
典
未
詳
。
玄
装
訳
「
若
見
坐
時
発
如
是
心
願
諸
衆
生
坐
菩
提
座
。
」

⑳
玄
奨
訳
「
有
差
別
者
今
当
略
釈
。
捨
無
色
界
修
静
慮
故
者
、
菩
薩
不
生
無
色
界
中
、
於
彼
不
見
能
作
利
楽
有
情
事
故
。
亦
不
数
入
無
色
等
至
、

不
見
彼
処
、
有
多
功
徳
之
所
依
故
。
捨
是
離
義
」
。
蔵
漢
共
に
よ
く
理
解
で
き
な
い
。

＠
出
典
未
詳
。
玄
共
訳
「
陸
修
習
慧
悲
能
作
他
利
楽
利
他
行
正
道
一
向
趣
菩
提
。
」

⑬
四
摂
事
に
つ
い
て
は
「
荘
厳
経
論
』
度
摂
品
、
梵
文
七
十
二
偶
よ
り
七
十
九
偶
に
詳
細
な
叙
述
が
見
ら
れ
る
。
山
口
益
『
ア
ポ
ロ
ン
佛
』
八
三

、
．
届
）
参
照
。 「

山
布
施
故
、

度
摂
品
の
梵
文
第
七
十
四
偶
長
行
習
昌
協
＆
口
①
ロ
四
目
且
妙
日
匡
届
ご
ゅ
陸
Ｓ
５
ｐ
ご
儲
蔚
畠
号
＆
回
国
冨
洋
：
（
壁
騨
や
巨
回

能
摂
受
他
。
由
愛
語
故
、
方
便
附
解
、
為
説
法
相
。
由
利
行
故
、
随
其
所
応
勧
彼
修
善
。
曲
同
事
故
、
於
最
後
時
令
彼



非
善
友
・
」

⑰
こ
の
偶
の
出
典
未
詳
。
玄
英
訳
「
若
見
戒
雌
扇
劣
而
能
弁
説
利
多
人
如
佛
大
師
応
供
養
愛
彼
善
説
故
相
似
・
」

⑳
こ
の
文
の
出
典
未
詳
。
玄
英
訳
「
如
所
説
広
義
等
中
、
由
十
六
行
応
聴
聞
法
」
。
デ
ル
ゲ
版
は
ロ
○
口
目
四
日
‐
層
ず
２
’
身
品
‐
ぬ
歴
呂
。
の
目
冒
ロ
‐

層
Ｈ
ｇ
農
○
で
あ
る
が
、
Ｆ
置
品
は
（
ざ
ロ
が
見
ら
れ
な
い
。

、
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
瞥
勝
‐
口
搦
：
．
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
に
相
当
す
る
玄
英
訳
は
「
聚
落
」
で
あ
り
、
更
に
「
於
中
居
止
、
説
名
為
住
」

と
い
う
訳
述
も
見
ら
れ
る
。

⑳
玄
婆
訳
「
如
応
而
住
、
無
有
慢
緩
名
患
重
心
ｃ
」

⑥
玄
英
訳
「
於
世
雑
事
不
愛
楽
者
、
不
愛
世
間
歌
笑
舞
等
種
種
雑
事
、
即
是
遠
離
欲
等
相
応
不
正
尋
思
Ｕ
」

②
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
訳
は
曲
目
１
９
の
。
‐
菌
§
ご
伽
胃
‐
び
く
①
。
‐
目
童
品
‐
鷺
：
ご
輌
旨
‐
』
①
旨
‐
冨
冒
‐
印
。
聰
‐
層
…
で
あ
る
が
、
皿
胃
‐
ず
閨
の
。
‐
目
茸
長
‐
宅
騨

と
い
う
語
、
解
読
困
難
。
玄
英
訳
前
註
⑪
参
照
。

③
玄
奨
訳
「
謂
成
満
相
、
名
成
満
業
。
此
中
業
声
、
是
相
別
名
」
。
こ
こ
で
「
成
就
す
る
証
相
」
と
理
解
し
た
チ
ベ
ッ
ト
訳
は
喝
号
‐
■
Ｐ
言
尉
国
暢

で
あ
る
。
曾
曾
回
冨
冨
昌
ロ
‐
際
庁
．
目
ｇ
５
Ｒ
－
ｑ
に
よ
る
と
め
巨
目
己
〕
ｏ
冨
冨
と
い
う
用
例
も
見
ら
れ
る
。

、
玄
奨
訳
「
無
量
清
浄
等
三
句
、
釈
前
恒
修
治
四
梵
住
等
三
句
。
」

、
こ
の
部
分
解
読
困
難
。
。
①
‐
Ｑ
品
‐
昌
鴨
目
，
ｇ
‐
ロ
四
目
胄
口
‐
己
肖
Ｑ
畠
‐
冒
す
品
‐
厨
の
ｇ
‐
ｇ
ご
各
自
‐
目
、
①
、
‐
も
胃
ご
①
・
‐
冨
切
Ｈ
３
甥
‐
ご
尻
唱
騨

宮
冒
亨
冒
．
玄
装
訳
「
由
此
表
知
所
有
内
徳
。
成
満
清
浄
故
得
相
声
。
」

⑳
玄
英
訳
は
「
遊
戯
五
通
名
為
威
力
。
漏
尽
智
通
是
解
脱
智
名
大
威
力
。
或
取
菩
薩
増
上
神
通
、
名
大
戚
刀
。
如
是
亦
名
成
満
之
相
。
」
で
あ
り
、

チ
ベ
ッ
ト
と
そ
の
訳
述
が
違
う
。

⑥
勺
①
匡
品
は
日
普
巨
冒
耳
目
苗
、
で
あ
る
が
、
デ
ル
ゲ
版
の
日
昏
？
冒
凹
琶
旨
什
臭
に
よ
る
。
な
お
、
世
親
註
は
「
力
を
得
る
と
は
五
通
で
あ

る
喝
」
（
弓
①
声
】
固
い
旨
、
い
す
串
）
と
い
第
フ
。

⑬
「
中
辺
分
別
論
」
障
品
安
慧
証
に
、
国
目
喝
摩
の
号
肖
日
陰
含
弾
。
』
〕
“
胃
ぐ
目
３
函
胃
昏
閣
冒
宅
罰
昌
昌
〔
｝
ご
祁
昌
を
註
釈
し
て
、
買
昌
ぐ
昼
ご
Ｐ
‐

菩
薩
行
と
し
て
の
業
一
三
七



⑤
玄
英
訳
「
謂
財
法
二
摂
合
成
一
種
、
積
集
財
法
、
無
異
分
別
、
平
等
分
布
如
先
所
許
、
如
是
施
与
、
除
現
所
無
。
如
有
頌
言
。
財
供
養
能

令
衆
生
尽
寿
命
法
供
養
能
令
究
寛
天
寂
静
・
」

⑯
世
親
註
は
「
雑
染
に
あ
ら
ざ
る
心
」
を
解
釈
し
て
、
「
菩
提
心
を
摂
受
し
て
有
情
利
益
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
自
ら
受
用
す
る
（
息
吋
号
冒
昼
呉
①
）

の
で
な
い
。
然
る
に
、
ま
た
、
こ
の
善
根
に
よ
っ
て
無
上
正
等
覚
を
完
全
に
正
覚
し
て
、
諸
有
情
を
引
摂
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
如
し
。
」

（
勺
①
旨
吊
房
雷
“
‐
傘
）
と
叙
述
し
て
い
る
。

⑰
玄
英
訳
「
凡
有
所
作
終
不
貧
求
他
供
事
等
、
唯
求
証
得
無
上
菩
提
。
」
な
お
、
大
菩
提
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
無
性
は
「
そ
れ
は
菩
提
で
も
あ

り
、
大
で
も
あ
り
、
あ
る
い
は
諸
大
の
菩
提
で
あ
る
か
ら
大
菩
提
で
あ
る
」
（
本
文
序
章
・
恩
匠
品
鵠
冨
●
）
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
前
節
第
三
十
三
節
に
お
い
て
、
「
極
清
浄
な
る
覚
を
有
す
る
」
と
い
う
空
性
真
如
な
る
法
性
・
法
界
の
態
と
し
て
、
諸
佛
の
徳
が

種
左
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
巾
「
法
界
を
極
め
る
」
と
い
う
「
輪
廻
の
辺
際
が
あ
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
有
情
を
利
益
と
安
楽

二
二
八

画
は
い
鼻
“
弾
冨
］
’
ｏ
酉
耳
胃
讐
農
（
山
口
・
梵
文
、
壱
ｇ
Ｐ
巽
亨
巴
と
い
う
。

⑨
玄
英
訳
「
各
別
内
証
、
名
…
」
。
世
親
註
で
は
「
智
を
任
持
す
る
と
は
、
智
を
任
持
す
る
が
、
識
を
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
自
内
証
智
を
起

し
て
、
そ
の
智
を
ま
の
あ
た
り
に
行
う
仕
方
を
も
っ
て
、
法
に
住
す
る
。
」
（
勺
の
置
品
届
聖
〕
。
‐
・
）
と
い
う
。

⑩
玄
英
訳
「
不
唯
於
義
、
依
趣
於
識
非
寂
静
故
・
」

⑪
『
荘
厳
経
論
」
度
摂
品
に
、
冨
昏
抑
噌
芽
胃
鳥
の
昌
冨
且
副
ロ
騨
昌
胃
且
の
哩
冨
昌
冒
四
耳
鼻
笛
ｇ
巨
弾
旨
胃
自
己
四
目
冨
詐
目
自
習
“
圃
圖
冒

し

冒
四
ご
鼻
：
貝
冨
５
－
勘
ｇ
ｏ
異
（
望
鼻
．
〆
ぐ
同
阜
）
．
巨
岸
富
．
房
ｌ
ら
）
と
い
う
。
な
お
、
醤
ヲ
劃
自
己
８
は
ｚ
侭
四
ゞ
９
目
（
苛
例
に
よ
る
。

②
玄
英
訳
「
謂
於
持
戒
犯
戒
有
情
、
駆
損
摂
受
。
倶
欲
令
其
出
不
善
処
、
安
立
善
処
、
名
不
棄
捨
」
。
ま
た
世
親
註
で
は
「
由
於
破
戒
亦
不
棄
捨
、

安
立
不
損
、
令
出
不
善
、
令
住
於
善
。
」
（
玄
英
訳
、
大
正
三
一
、
三
四
九
ａ
）
と
い
う
。

⑬
玄
英
訳
「
言
威
粛
」
。

⑧
『
荘
厳
経
論
」
度
摂
品
に
、
３
国
四
目
四
国
ロ
四
巴
】
四
冨
巨
忌
冒
迂
動
目
笛
３
口
の
旨
い
颪
ぐ
房
習
ロ
智
呂
。
ｇ
且
餌
冒
弾
命
胃
．
〆
昌
ゞ
や
旨
、
急
．
届
）

１
と
い
》
フ
。



あ
っ
て
、
法
界
の
意
味
は
す
で
に
説
か
れ
た
。
こ
こ
の
、
そ
れ
を
極
め
る
と
は
、
極
め
て
清
浄
な
る
が
故
に
で
あ
る
。
そ
れ
〔
法
界
〕
等
流

（
昌
望
“
ロ
量
）
の
経
な
ど
の
諸
法
は
、
現
在
と
後
世
と
に
所
応
す
る
如
く
に
、
一
切
の
有
情
を
利
益
し
安
楽
に
す
る
た
め
に
近
づ
く
の
で
あ

る
。
（
弓
①
嵐
冒
、
暗
つ
里
‐
函
）

と
解
説
し
、
法
界
・
転
搬
得
智
と
し
て
の
智
の
内
容
を
き
わ
め
て
適
切
に
詳
述
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
、
諸
佛
の
甚
深
な
る
徳
は
、
智
の
内
容

と
し
て
・
佛
と
し
て
の
本
務
の
果
遂
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
上
に
具
体
的
に
動
向
し
て
い
る
と
い
う
菩
薩
の
還
相
的
側
面
の
展
開
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
展
開
が
ま
た
、
本
節
で
は
、
経
文
に
語
る
と
こ
ろ
の
菩
薩
た
り
う
る
た
め
の
三
十
二
法
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
く
る
。
そ

れ
ら
の
中
、
「
一
切
の
有
情
を
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
増
上
意
楽
」
（
且
耳
月
＆
『
Ｈ
深
い
志
向
の
あ
る
こ
と
）
と
い
う
菩
薩
の
実

践
の
深
い
志
向
が
、
そ
れ
ら
三
十
二
法
の
根
底
的
な
意
味
を
も
っ
と
す
る
。
そ
の
利
益
し
安
楽
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
菩
薩
の
増
上
意
楽
が
、
こ

こ
で
は
具
体
的
に
十
六
種
の
業
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無
性
註
は
、
前
節
に
お
い
て
「
虚
空
界
の
辺

際
を
尽
す
」
と
い
う
「
尽
き
る
こ
と
の
な
い
徳
」
に
対
し
て
障
碍
が
な
い
業
を
も
っ
と
も
い
っ
て
、
そ
の
業
は
、
い
わ
ゆ
る
『
荘
厳
経
論
』
菩
提

品
に
い
う
智
の
無
碍
、
業
の
無
碍
と
し
て
の
業
の
思
想
で
あ
り
、
前
上
の
叙
述
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
と
な
る
よ
う
に
、
そ
の
菩
薩
行
と
し
て
の
業

の
思
想
に
よ
っ
て
、
清
浄
に
す
る
は
た
ら
き
の
態
が
わ
れ
わ
れ
に
到
り
届
く
と
い
う
大
乗
と
し
て
の
琉
伽
唯
識
の
必
然
的
な
展
開
が
明
示
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
に
近
づ
け
る
徳
」
が
、
本
節
三
十
四
節
と
の
関
連
に
お
い
て
注
意
す
。
へ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
徳
に
つ
い
て
無
性
は
、

菩
薩
行
と
し
て
の
業

法
界
を
極
め
る
と
い
う
こ
れ
に
対
す
る
解
釈
は

輪
廻
の
辺
際
が
あ
る
限
川

一
切
有
情
を
利
益
と
安
楽
と

に
近
づ
け
る
徳
と
い
わ
れ
る
の
で

二
二
九


