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し
か
し
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
 ム
 
ゅ
 け
る
客
観
的
な
科
学
す
る
精
神
と
、
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
 フ
ァ
ウ
ス
ト
的
人
間
 

の
 精
神
と
は
、
つ
い
に
相
ま
じ
わ
ら
 ざ
 五
一
つ
の
決
定
的
 な
 矛
盾
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ま
っ
た
く
別
個
の
 ェ
｜
 ト
ス
を
希
求
す
る
精
神
 

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
科
学
の
「
 客
 観
性
 」
な
る
も
の
は
、
自
己
の
立
脚
す
る
価
値
理
念
の
 自
覚
を
基
盤
と
し
、
 
ま
 

た
 認
識
の
一
面
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
概
念
 の
 妥
当
性
の
限
界
の
自
党
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
保
証
さ
 れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
 こ
そ
こ
の
峻
烈
な
自
己
客
観
化
の
背
後
に
は
、
 

一
 
・
人
間
 文
化
の
幽
遠
な
未
来
」
 

が
 、
そ
し
て
ま
た
「
巨
大
な
混
沌
な
る
生
起
の
流
れ
」
が
 、
 た
え
ず
貫
流
し
、
交
替
し
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
「
 生
 は
そ
の
非
合
理
的
な
 

現
実
性
に
お
い
て
、
 

に
お
い
て
汲
み
尽
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
も
の
と
、
 彼
の
眼
に
は
映
ら
ざ
る
 

を
え
な
い
の
で
あ
る
。
（
 

3
 ）
そ
し
て
こ
の
場
面
こ
そ
は
、
一
方
 の
 、
い
わ
ば
夜
を
背
に
し
昼
を
面
に
し
、
空
を
負
い
波
 に
術
す
と
こ
ろ
の
フ
ァ
 

ウ
ス
ト
的
錬
金
術
師
、
お
よ
び
他
方
の
 、
リ
ゴ
 リ
ス
テ
 ノ
ッ
ク
な
自
己
検
証
を
己
れ
に
課
す
厳
密
な
科
学
、
の
 足
 下
 に
ひ
ろ
が
る
危
う
い
 

深
淵
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
右
の
両
者
が
目
指
す
 究
 極
 の
 星
 と
そ
れ
ぞ
れ
の
旅
程
は
、
い
ち
じ
る
し
い
径
庭
を
 示
す
で
あ
ろ
う
。
 

と
い
う
の
も
、
や
が
て
ゲ
ー
テ
の
手
に
よ
っ
て
天
上
に
 導
か
れ
た
魔
術
師
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
全
人
性
を
獲
得
し
て
 救
済
さ
れ
る
の
で
あ
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る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
客
観
性
」
は
 

「
科
学
と
信
仰
と
を
分
か
っ
間
一
髪
の
境
界
線
」
を
 明
示
す
る
唯
一
の
尺
度
 

と
し
て
、
す
な
わ
ち
信
仰
と
科
学
の
全
人
的
合
一
を
拒
 否
 す
る
武
器
と
し
て
、
専
門
人
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
頭
上
を
脅
 か
す
 ダ
 モ
ク
レ
ス
の
 
餌
り
 

 
 

と
 化
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
き
 わ
れ
わ
れ
は
、
マ
リ
ア
ン
ネ
夫
人
が
記
述
し
て
い
る
よ
う
 に
 、
ゲ
ー
テ
の
 人
 問
の
 

 
 

な
か
に
、
つ
い
に
「
英
雄
の
資
質
し
を
見
出
し
え
な
か
 っ
 た
と
す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
評
価
の
内
面
的
意
味
を
 、
は
 じ
め
て
汲
み
と
る
こ
と
 

空
を
負
い
渡
に
僻
し
て
。
己
は
駆
け
る
 ピ
 

す
 @
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只
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ァ
ウ
ス
ト
 L
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部
間
間
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の
 地
点
で
の
彼
の
絶
望
の
対
象
こ
そ
は
、
「
精
神
な
き
 

専
 門
人
、
心
情
な
き
享
楽
人
」
な
の
で
あ
 

っ
た
 

。
（
 

9
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主 ン い え か 東 一 あ る ュ 世 
界
 に
お
け
る
価
値
あ
る
行
為
の
前
提
で
あ
る
と
 沈
蛙
に
屯
 胆
 っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
直
接
続
け
て
あ
の
 周
 知
の
 テ
ー
ゼ
 、
 
「
 ピ
 

 
 

 
 

｜
り
 タ
ン
は
職
業
人
た
ら
ん
と
欲
し
た
 

職
業
人
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
し
が
、
こ
の
世
評
の
高
い
 書
物
の
終
曲
を
奏
で
 

こ
と
に
な
る
の
だ
。
 

こ
う
し
て
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
「
天
才
の
倫
理
」
と
、
か
か
 
る
も
の
を
ま
っ
た
く
認
め
な
い
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
「
英
雄
Ⅱ
 騎
士
の
倫
理
」
と
の
 

い
だ
に
横
た
わ
る
障
壁
は
、
近
代
資
本
主
義
発
展
の
一
 新
 面
 に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
生
々
し
い
傷
痕
で
も
あ
る
。
 

た
 と
え
ば
ゲ
ー
テ
は
 、
 

八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
資
本
主
 義
の
後
進
性
に
お
い
て
、
そ
の
天
才
的
な
詩
人
性
と
、
 フ
 ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
 
官
 

お
よ
び
ワ
イ
マ
ー
ル
の
枢
密
顧
問
官
と
し
て
の
素
町
人
 的
 俗
物
性
と
を
朗
ら
か
に
一
身
に
共
在
さ
せ
る
こ
と
が
で
 き
た
。
そ
し
て
そ
れ
 

ら
 約
一
世
紀
後
に
な
っ
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
 は
、
ョ
 ー
ロ
ッ
 パ
の
 先
進
的
資
本
主
義
の
根
底
か
ら
あ
の
 溌
刺
 と
し
て
い
 
た
 禁
欲
の
精
神
が
消
 

失
せ
、
ま
た
か
つ
て
は
精
気
を
放
っ
た
「
職
業
倫
理
」
の
 思
想
が
、
い
ま
や
宗
教
的
信
仰
の
た
ん
な
る
灰
色
の
 亡
 霊
 と
し
て
緋
桐
し
て
 

（
 
8
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る
惨
虐
 た
る
状
況
に
直
面
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
ウ
ェ
ー
 バ
ー
に
お
け
る
類
い
ま
れ
な
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
思
想
」
は
 
シ
ュ
ト
ル
ム
・
 
ウ
 

・
ド
ラ
ン
ク
の
 狂
 熱
を
冷
や
か
に
眺
め
、
同
時
に
 プ
 ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
 
ム
 の
ユ
ダ
ヤ
教
 的
排
 金
主
義
へ
の
 復
 帰
 、
す
な
わ
ち
資
本
 

萎
め
 ヤ
ン
キ
ー
主
義
へ
の
退
化
に
た
い
し
 予
 舌
口
者
的
 
警
土
 口
を
与
え
つ
つ
、
ひ
と
つ
の
絶
頂
に
た
っ
す
る
の
で
あ
る
 
。
要
約
す
れ
ば
、
 
こ
 

Ⅰ
 
6
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フ
ァ
ウ
ス
ト
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の
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面
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の
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念
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の
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Ⅰ
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エ
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 @
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ロ
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ス
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の
倫
理
と
資
本
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の
精
神
口
 

の
 終
結
部
で
、
「
専
門
の
仕
事
へ
の
専
念
と
、
そ
れ
に
 随
 伴
 せ
ざ
る
を
え
な
い
、
 

 
 

レ
ミ
ア
に
な
ぞ
ら
え
つ
つ
も
、
自
分
が
け
っ
し
て
予
言
者
 な
ど
で
は
な
い
こ
と
を
確
信
し
、
い
か
な
る
信
仰
告
白
 を
も
拒
否
し
た
こ
と
、
 

 
 

 
 

こ
こ
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
の
「
騎
士
的
品
位
」
 と
 徹
底
し
た
専
門
人
的
禁
欲
の
根
元
を
見
出
す
の
で
あ
 る
 
5
 ）
 
。
彼
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「
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が
で
き
る
。
晩
年
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
第
一
次
世
界
大
 戦
 と
こ
の
時
期
の
政
治
活
動
の
体
験
を
通
し
て
、
自
己
を
 あ
の
禍
の
予
言
者
 イ
ェ
 

 
 



さ
て
、
こ
れ
ま
で
こ
と
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ら
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
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 ｜
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は
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路
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。
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家
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こ
と
が
 

で
き
る
の
で
あ
っ
た
 ｜
 0
 
な
お
、
彼
の
精
力
的
な
中
国
お
よ
び
 

 
 

る
 研
究
が
第
一
次
世
界
大
戦
の
こ
の
時
期
（
一
九
一
五
）
に
 開
 
始
 さ
れ
た
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
わ
な
 

そ
れ
に
つ
い
 

て
は
、
マ
リ
ア
 
ソ
ネ
 大
人
口
伝
記
 
t
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n
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四
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四
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安
藤
夫
 治
 
「
上
掲
 書
 日
二
九
二
頁
、
「
 

彼
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
思
想
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
 １
 の
た
め
の
息
根
家
で
 

は
 断
じ
て
な
か
っ
た
」
。
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）
の
 レ
 N
 オ
 g
 
ロ
千
日
、
け
い
つ
 
ト
 



を
 異
に
し
つ
つ
も
、
直
接
的
に
交
感
し
う
る
可
能
性
か
 

  

た
か
す
て
に
の
へ
た
よ
う
に
、
「
天
才
の
倫
理
一
を
拒
 否
 す
る
ウ
ェ
ー
バ
ー
（
お
よ
 ひ
 そ
の
宗
教
社
会
学
的
視
角
 ）
に
と
っ
て
、
「
 芸
 

 
 

こ
に
は
、
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
と
ゲ
ー
テ
と
い
う
同
じ
霊
感
的
 

詩
魂
が
、
時
代
と
環
境
 

0
 世
界
を
信
ず
る
座
付
詩
人
、
観
客
に
こ
び
よ
う
と
す
る
 現
実
家
の
迫
化
性
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
掛
け
合
い
の
う
 ち
に
、
巧
み
に
 朗
 埋
 め
 

雰
 旧
式
を
が
も
し
出
す
の
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
 と
 こ
ろ
で
こ
の
「
前
戯
」
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
座
長
が
い
 う
 科
白
、
「
天
国
か
ら
こ
 

0
 世
を
辿
っ
て
地
獄
へ
」
は
、
こ
の
悲
劇
の
壮
大
な
規
模
 を
 暗
示
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
ロ
 ブ
 ァ
 ウ
ス
ト
ロ
劇
の
口
頭
 

に
 小
さ
れ
た
世
界
こ
そ
は
、
「
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
 姫
 L
 に
 み
ら
れ
る
ご
と
き
、
地
上
か
ら
天
上
へ
の
舞
ム
ロ
転
換
を
 
と
も
な
う
超
自
然
的
 夢
 

@ ォ う と 史 を の 
詩
人
た
ち
に
異
常
在
Ⅲ
心
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
 、
 
り
ず
、
右
の
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
は
お
ろ
か
、
イ
ン
ド
宗
教
 
文
学
史
に
不
朽
の
名
 

と
ど
め
て
い
る
詩
神
た
ち
を
、
ま
っ
た
く
度
外
視
し
て
 い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
に
 絢
 栖
梱
 
た
る
イ
ン
ド
ナ
人
士
 
ム
 

は
、
 彼
の
方
大
な
宗
教
社
会
学
研
究
に
お
い
て
は
ま
さ
 に
 完
全
に
消
却
さ
れ
た
部
分
と
な
っ
て
い
る
観
が
あ
る
。
 

刊
 シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
 姫
口
 冒
頭
の
序
幕
に
は
、
シ
ヴ
ァ
 神
 の
 恩
寵
を
乞
う
祝
祷
に
つ
づ
い
て
、
学
術
技
士
て
に
長
じ
た
 
座
頭
の
口
ヰ
 注
 甘
ゆ
 
経
 

彼
の
妻
で
あ
る
女
優
 Z
u
 （
Ⅱ
が
登
場
す
る
。
そ
こ
で
 
彼
，
 空
 一
人
が
交
わ
す
対
話
は
、
こ
れ
よ
り
観
客
の
目
と
耳
を
 

楽
し
ま
せ
よ
う
と
い
 

-
2
 
ノ
 

心
意
気
を
み
せ
て
、
劇
の
主
題
を
暗
示
し
、
自
然
に
第
 一
幕
へ
と
 橋
 わ
た
し
を
す
る
形
で
進
行
す
る
。
そ
し
て
 一
 セ
 九
一
年
の
 G
.
 
フ
 

ル
ス
タ
ー
に
よ
る
 独
 訳
本
で
こ
れ
を
読
ん
だ
（
と
思
わ
れ
 る
 ）
ゲ
ー
テ
は
 、
コ
 フ
ァ
ウ
ス
ト
 L
 第
一
部
の
導
入
部
 に
、
 右
の
「
序
幕
」
 

@
3
 
）
 

か
わ
る
「
劇
場
で
の
前
戯
」
を
構
想
し
た
の
で
あ
っ
た
。
 こ
こ
で
ゲ
ー
テ
は
、
芝
居
の
大
当
り
を
ね
ら
う
座
長
、
 

理
想
主
義
的
な
芸
術
 

て
 
書
か
れ
た
コ
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
 姫
 L
 
（
 レ
ヴ
 目
言
 ゅ
コ
ハ
 ひ
が
 杢
目
軒
瓦
ヨ
）
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
を
、
そ
の
畢
生
の
 詩
劇
コ
フ
ア
ウ
ス
ト
 ヒ
 

 
 

-
1
-
 

の
 
冒
頭
に
採
用
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
比
し
て
 ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
そ
の
 口
 不
敬
社
会
学
論
文
集
 L
 
に
お
い
 て
弍
 ヴ
ェ
ー
ダ
 目
 
「
 叙
 

 
 
 
 
 
 

事
 諸
目
コ
プ
ラ
ー
ナ
 L
 
を
は
じ
め
、
イ
ン
ド
の
代
表
的
 

 
 

セ
ク
ト
に
お
け
る
群
小
 
ひ
 



  

団 ある。 コ汁 
  
の （ 

幅 - ） 

O の）   
    
」 

と 

「   
スト 

  
仁ん Ⅱ 

  

のの 

ヰづ㏄ 

コ Ⅱ 

"-"   
的 -o 

    
    
」 

@ こ 

/, マ 不， ノ 

  
  
る 

呪 「 
  
  
園 
」 

へ 
と 

そ 

  
不 
動 
  
  
程 
を 
定 
  
る 

  
で 

  

術
 」
低
い
し
「
芸
術
家
」
の
存
在
は
、
平
凡
人
な
い
し
 平
凡
人
の
行
為
そ
れ
自
体
と
な
ん
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
か
 っ
 た
こ
と
は
い
う
ま
で
 

も
な
い
。
す
な
わ
 ら
 彼
に
と
っ
て
真
に
知
る
に
値
し
、
 

か
 つ
 社
会
学
的
に
「
意
味
」
が
あ
る
の
は
、
「
無
限
に
多
 様
な
個
々
の
 
明
拉
 の
 一
 

 
 

定
 側
面
」
、
す
な
わ
ち
「
我
々
が
一
般
的
文
化
意
義
を
認
 

め
る
と
こ
ろ
の
側
面
」
 

-
5
 
）
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
側
面
の
み
が
 因
果
的
証
明
の
対
 曳
と
 

な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
手
段
と
し
て
 の
 因
果
法
則
の
知
識
は
、
「
現
象
に
お
い
て
そ
の
個
性
の
 上
か
ら
文
化
意
義
を
も
 

-
6
 
）
 

っ
 部
分
を
ば
、
そ
の
具
体
的
原
因
に
因
果
的
に
川
屈
せ
し
 め
る
助
け
を
な
し
 且
 っ
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
」
 

か
 ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
う
 

な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
天
才
」
に
賦
与
さ
れ
た
あ
 れ
こ
れ
の
事
象
が
そ
れ
自
体
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
 た
と
え
ば
彼
の
善
と
か
 

悪
 、
も
し
く
は
 罪
 と
か
 賄
 罪
と
か
が
、
特
定
の
個
性
的
 な
 帰
結
を
も
た
ら
す
に
い
た
っ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
、
 は
じ
め
て
そ
れ
は
社
会
 

学
的
に
有
意
味
的
な
行
為
も
し
く
は
問
題
と
さ
れ
た
の
 で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
グ
プ
タ
朝
の
一
宮
廷
詩
人
た
 

 
 

イ
ン
ド
古
代
の
家
産
官
僚
制
下
に
お
い
て
は
コ
人
の
凡
 庸
 な
お
抱
え
詩
人
た
る
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
 ま
た
信
仰
の
出
自
と
い
 

う
 点
で
、
正
統
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
属
す
る
敬
虔
な
 カ
｜
 リ
ダ
ー
サ
と
い
え
ど
も
、
 

-
7
-
 カ
ー
ス
ト
体
制
の
倫
理
と
規
範
 の
 尋
常
な
る
受
容
者
だ
 

っ
 た
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
つ
い
に
シ
ャ
ン
カ
ラ
や
チ
ャ
イ
 タ
 ニ
 ャ
 の
ご
と
き
た
く
ま
し
い
カ
リ
ス
マ
の
、
は
る
か
 佳
朋
に
が
く
れ
る
宗
教
 

的
 マ
ッ
ス
の
一
人
た
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
あ
た
 か
も
あ
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
」
の
系
 議
 
咀
 に
お
Ⅱ
 リ
ナ
 
Ⅰ
、
た
と
え
ば
 

「
天
路
歴
程
 ヒ
の
 バ
ニ
ヤ
ン
が
、
性
愛
的
な
神
秘
主
義
 家
 の
聖
 ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
 
ス
や
 ル
タ
ー
的
敬
虔
派
の
ツ
イ
ン
 ツ
ヱ
 ン
ド
ル
フ
 生
 す
々
 め
 

影
 う
す
き
灰
色
の
部
分
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
 

 
 

と
 -
 
告
佳
敵
 な
 極
眼
は
 、
華
麗
な
ミ
ュ
ー
ズ
の
森
を
冷
や
 か
に
擦
過
し
て
、
片
や
 ョ
｜
 

法
 

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
 一
 
・
 
ぬ
 不
敵
 倫
 理
 」
の
茂
み
の
な
か
へ
、
ま
た
片
や
ア
ジ
ア
に
お
い
て
 は
 
「
救
出
生
信
仰
出
色
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す
で
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
問
題
関
心
が
、
経
済
的
合
理
主
 義
 な
い
し
近
代
資
本
主
義
は
な
ぜ
西
欧
に
の
み
生
じ
、
 中
 国
や
イ
ン
ド
で
は
 生
 

じ
な
か
っ
た
か
、
さ
ら
に
ま
た
西
欧
に
固
有
の
ム
ロ
埋
玉
 

義
の
多
彩
な
形
象
は
、
科
学
、
技
術
、
芸
術
、
政
治
、
経
 済
 の
各
分
野
に
お
い
て
 

い
か
な
る
型
と
性
格
を
有
し
た
か
、
と
い
う
問
い
に
存
し
 た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
宗
教
社
会
 
常
論
文
集
」
の
「
序
言
 

ヰ
 0
 し
の
 ヨ
 の
Ⅰ
左
け
 

コ
 竺
に
お
い
て
総
括
的
に
論
ぜ
ら
れ
て
 
い
る
だ
け
で
な
く
、
わ
が
 国
 ウ
ェ
ー
バ
ー
学
の
高
い
水
準
 も
ま
た
指
摘
し
て
あ
ま
 

-
 
父
 
v
 
）
 

す
と
こ
ろ
が
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
西
欧
に
お
い
て
の
 ろ
 は
じ
め
て
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
 ズ
ム
 の
世
俗
内
的
禁
欲
 

倫
理
が
、
生
活
態
度
の
倫
理
的
「
合
理
化
 力
 a
t
 
ざ
口
臼
乙
 の
 Ⅱ
 け
コ
ゅ
 
」
を
は
た
す
独
自
の
実
践
倫
理
と
し
て
歴
史
的
に
 形
成
さ
れ
た
こ
と
の
 確
 

お
よ
び
特
定
宗
教
の
か
か
る
実
践
倫
理
と
経
済
 倫
 理
の
相
互
規
定
性
と
因
果
連
関
を
、
動
機
の
連
鎖
を
た
ど
 り
つ
つ
論
理
的
に
把
握
 

す
る
こ
と
、
そ
こ
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
宗
教
社
会
学
の
 主
た
る
方
法
的
自
覚
が
存
し
て
い
た
こ
と
も
、
こ
れ
ま
 
た
 右
の
司
論
文
集
 L
 の
 

「
緒
言
四
三
の
 @
 
（
佳
品
」
に
お
い
て
明
言
さ
れ
て
い
る
通
り
 

で
あ
る
。
こ
こ
で
こ
の
問
題
に
こ
れ
以
上
深
入
り
す
る
 こ
と
は
、
筆
者
に
そ
の
 

能
力
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
差
し
ひ
か
え
る
ほ
か
は
な
い
 が
 、
た
だ
同
じ
こ
の
「
緒
言
 
ロ
 」
に
お
い
て
、
概
括
的
に
類
 聖
化
さ
れ
て
い
る
 ウ
ェ
 

バ
ー
の
「
社
ム
互
層
の
 
o
N
 
ぎ
 ）
の
の
 
り
巨
ぃ
ゴ
 

（
の
 
コ
 （
 
o
d
.
 

の
の
三
り
 

プ
 ミ
コ
 ㏄
）
」
概
念
に
つ
い
て
だ
け
 
一
 ミ
ロ
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
 と
り
わ
け
カ
リ
ス
マ
 

 
 

-
9
-
 

Ⅱ
予
言
者
出
現
の
経
済
的
条
件
と
し
て
、
階
級
概
念
と
身
 分
 概
念
を
重
層
的
に
含
蓄
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
 し
 彼
に
と
っ
て
は
、
「
 社
 

金
屑
」
の
経
済
的
利
害
そ
れ
自
体
が
つ
ね
に
決
定
的
な
 起
動
力
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の
観
念
や
 理
念
に
も
そ
れ
と
同
等
 

の
力
点
が
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
低
か
っ
た
。
な
ぜ
な
 ，
 
b
 、
 
一
 
・
経
済
と
政
治
に
規
定
さ
れ
た
社
会
的
影
響
が
 

、
そ
 れ
ぞ
れ
の
宗
教
倫
理
に
 

-
 
㎎
）
 

と
っ
て
い
か
に
甚
深
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
宗
教
 倫
 理
 に
そ
の
性
格
を
刻
印
す
る
源
泉
は
、
ま
ず
第
一
に
 、
宗
 教
 で
あ
る
」
（
「
緒
言
」
）
 

か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
か
か
る
人
間
の
理
念
日
の
の
 

と
 、
こ
の
理
念
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
「
世
界
像
 
毛
 0
 ）
（
 
ヴ
 ～
 
圧
 」
そ
れ
は
し
ば
 

し
ば
転
職
 手
 と
し
て
歴
史
の
コ
ー
ス
を
決
定
す
る
 

0
 分
析
に
お
い
て
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
た
と
え
ば
イ
ン
ド
 に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
宗
教
倫
理
と
独
自
の
救
極
論
、
 い
っ
て
み
れ
ば
「
呪
術
の
園
ぎ
手
 
ミ
 g
a
 （
（
の
 

コ
 」
の
 粗
 野
 に
し
て
 狂
熱
 的
な
原
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注 目 方 

  
  
  ドリ 目 ヨ 

    
  
  
の侍 

    

す Ⅱ     
  

せ てン 、 「 ャ 

註
 （

Ⅰ
）
 力
 ・
 
ま
 ・
 
い
 0
 
の
の
，
木
ゅ
目
色
 

い
 の
 
a
@
 
戸
 す
プ
 
こ
ひ
 
ゅ
コ
 
u
,
 
い
い
ォ
仁
コ
 

官
田
 日
｜
 キ
の
ド
コ
田
ア
痒
ぢ
の
 

円
目
串
田
 

｜
、
プ
ミ
 

Q
 
宙
の
「
コ
口
 

0
0
 

オ
下
破
 

の
コ
い
せ
 

・
 0
 り
汀
年
 
（
 
円
ド
。
 

ト
つ
収
い
 

-
 Ⅰ
 
コ
ヰ
ペ
 

0
 し
年
ぃ
 

野
 を
か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
 も
そ
こ
に
描
か
れ
た
中
国
や
イ
ン
ド
が
。
け
っ
し
て
中
国
 や
 イ
ン
ド
の
も
っ
と
も
 

確
実
な
、
も
し
く
は
平
均
的
な
全
休
 像
 で
も
な
く
、
 
ま
 た
そ
の
本
質
的
部
分
で
も
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
ウ
ェ
ー
 バ
 ー
 自
身
～
に
よ
っ
て
 、
 

（
・
 

1
 
、
 
）
 

も
の
も
の
し
く
重
装
備
を
ほ
ど
こ
し
た
そ
の
論
理
 ト
｜
 チ
カ
 を
も
っ
て
弁
証
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
  
 

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
固
有
の
歴
 史
 過
程
を
「
呪
術
か
ら
の
解
放
 
き
む
 p
u
0
 

目
口
 

拝
 - と
 と
ら
え
る
ウ
ェ
ー
バ
 

｜
 に
あ
っ
て
は
、
以
下
に
の
べ
る
イ
ン
ド
の
 、
 「
ヴ
ェ
ー
 ダ
的
 秘
教
」
お
よ
び
「
性
狂
躁
 逝
ぎ
パ
 目
凹
 0
 「
 
哩
 り
の
（
円
ガ
 

」
か
ら
そ
の
「
秘
密
性
・
 

変
約
一
存
 
化
ガ
 Ⅱ
出
で
（
 

o
e
 
ぺ
 
o
 （
が
。
 

す
 の
の
 由
臼
 八
日
田
の
弓
口
コ
 

的
 」
 の
 諸
形
態
に
い
た
る
呪
術
の
多
彩
な
系
譜
こ
そ
は
、
イ
ン
ド
 亜
大
陸
に
か
ん
す
る
 宗
 

数
 社
会
学
的
分
析
の
初
発
点
で
あ
り
、
か
つ
究
極
の
対
 家
 だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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声
 約
音
楽
こ
れ
は
修
道
 僧
 の
 業
締
 な
の
だ
」
は
 、
そ
 の
ま
ぎ
れ
も
な
い
証
拠
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
た
 い
し
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
の
オ
リ
エ
ン
ト
や
東
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
 の
音
楽
に
お
い
て
見
出
し
た
も
の
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
 た
，
へ
 異
質
の
音
（
 階
 ）
 

組
織
お
よ
び
音
素
材
の
組
み
立
て
で
あ
り
、
合
理
的
立
 日
程
の
不
在
と
ピ
ア
ノ
を
基
礎
と
す
る
 

整
 律
の
欠
如
で
あ
 っ
た
 。
こ
う
し
て
ま
 

た
 、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 
と
 、
そ
れ
以
外
の
オ
リ
エ
ン
ト
 や
 ア
ジ
 
ア
 諸
地
域
の
音
構
造
に
お
け
る
基
本
的
対
立
は
、
和
声
 的
 ホ
モ
 
フ
 オ
ニ
ー
音
楽
 

@
5
 
）
 

悦
ゴ
 銭
目
 0
 コ
ョ
 
の
り
 
オ
 。
 オ
 。
 ヨ
 。
で
す
 
0
 コ
の
才
ざ
 分
村
と
 笠
声
性
 プ
 （
の
 
ゴ
 （
の
（
円
ヨ
 

ヨ
ゐ
ガ
 の
臣
の
対
立
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

り
 
，
広
 

ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
音
楽
は
理
論
家
の
 レ
 ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
、
ビ
ザ
ン
ツ
、
ア
ラ
 ビ
ア
と
相
互
に
影
響
 

 
 

し
 合
い
、
 

-
6
 
）
ま
た
そ
こ
に
は
音
程
も
形
成
さ
れ
て
い
 

た
と
し
 う
 。
だ
が
、
と
く
に
旋
律
的
な
傾
向
の
強
い
 々
 
ン
ド
音
楽
の
場
合
（
旋
律
の
 

-
7
 
）
 

 
 

 
 

基
礎
と
し
て
の
 う
 ー
ガ
 
勾
囲
偲
 
を
み
よ
）
 、
 他
の
ぺ
 
ル
 シ
ア
や
 ア
ラ
ビ
ア
や
東
ア
ジ
ア
や
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術
 音
楽
の
場
合
と
同
様
、
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（
 
3
 ）
 

合
理
的
記
譜
 法
 ）
の
形
成
過
程
に
思
い
を
ひ
そ
め
た
の
 で
あ
っ
た
。
彼
が
て
り
ア
ン
ネ
夫
人
へ
の
手
紙
の
な
か
に
 書
き
と
め
た
言
葉
、
「
 和
 

々
な
ら
ぬ
関
心
を
裏
書
き
す
る
 一
 エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ほ
か
な
 
み
な
い
。
一
八
九
八
年
（
三
四
歳
）
は
 げ
 し
い
神
経
症
 に
 冒
さ
れ
た
ウ
ェ
ー
バ
 

｜
は
 、
い
っ
た
ん
シ
ュ
ワ
ー
ベ
ン
の
森
の
都
ウ
ラ
 ハ
 の
神
 経
 病
院
に
入
院
し
、
つ
い
で
一
九
 0
 
一
年
の
早
春
に
は
 
ロ
ー
マ
 ヘ
 転
地
療
養
に
 

お
も
む
き
、
そ
こ
で
芸
術
史
と
修
道
院
史
の
研
究
に
没
 顕
 す
る
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
修
道
院
に
お
け
る
官
僚
 制
 と
音
楽
合
理
化
（
Ⅱ
 

 
 

二
九
一
一
 l
 一
二
年
）
を
書
き
あ
げ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
 

、
音
楽
に
た
い
す
る
 
並
 

そ l 
0 ％   ウ 
ベ フ エ   
ま 時ノミぎ バー リン ㏄ ｜ 

  
      

l げ 宇   
九 て 論 と   
） 。 L ィ太 

              本生 

ば は 第 

べで巻 、 す二 立 
目薬   
      

l ムラ」 よ教 

を、 
室 後 親   
楽 三 い 

を O 友 
妊 力 で 

み 、 間あ 力 どっ 
演 ピ た 

奏 ア 女 
会 ノ 流   
星 繍 ア 
し 習 二     
通 てしの 
    



 
 

か
 「
 
ド
ヨ
め
 
Ⅰ
の
」
（
パ
ー
リ
語
 け
 s
p
 
日
 リ
セ
さ
が
、
呪
術
的
・
 
胱
 惚
的
秘
鷹
 師
の
呪
術
的
表
現
た
る
 
一
ヅ
ャ
 ー
マ
ン
の
 ぎ
 日
当
」
に
転
化
し
た
 

-
 
巧
 -
 

の
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
受
容
以
前
の
わ
が
国
に
お
け
る
 丹
牡
層
は
 、
機
能
 神
 信
仰
や
性
器
崇
拝
、
護
符
と
そ
れ
 

  

お
よ
び
祖
霊
崇
拝
等
々
を
、
自
己
 の
 生
活
の
基
盤
に
す
え
て
い
た
の
で
あ
 ハ
 
@
-
@
0
 

（
 
ム
レ
 

ム
 
@
 

6
 
@
 
ト
 
）
 

-
4
 

@
@
 
）
 

疾
病
に
た
い
す
る
異
端
的
な
調
伏
者
 芭
 Ⅹ
。
 

R
@
 

の
（
の
 

コ
 が
 存
在
し
た
し
、
 
東
 ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
 ト
 語
の
「
シ
ュ
ラ
マ
ナ
 

-
3
-
 

l
 

除
祓
 的
鯛
 蹄
 の
 胱
惚
坦
的
 呪
術
に
関
連
す
る
も
の
で
も
 あ
る
。
セ
イ
ロ
ン
で
は
、
霊
鬼
信
仰
が
在
家
者
の
生
活
 右
 -
 支
配
す
る
と
と
も
に
、
 

 
 

ゴ
ダ
 

事
態
は
ま
た
、
中
国
に
お
い
て
は
、
仏
塔
崇
拝
が
大
気
 や
 水
中
の
霊
鬼
に
た
い
す
る
 際
祓
 的
な
手
段
へ
と
変
化
し
 た
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
 

ム
ダ
 

-
2
-
 

I
 

し
 、
ま
た
 朝
卸
 に
お
け
る
よ
 
う
 に
、
本
来
仏
教
僧
院
の
 儀
礼
と
は
な
ん
の
関
係
も
も
た
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
 巫
 女
 の
 
行
 な
う
神
感
 的
 ・
 

 
 

 
 

そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
 調
 （
 性
ピ
 
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 
近
 代
の
 
「
 調
 」
と
は
異
な
っ
て
、
和
声
的
に
決
め
ら
れ
た
「
 意
味
」
は
な
 い
 の
で
あ
 

（
 
8
@
 

る
 。
こ
の
点
に
お
い
て
、
彼
が
、
音
楽
の
初
期
の
発
展
 段
階
に
お
け
る
社
会
学
的
事
実
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
 い
る
の
は
、
こ
と
に
 ィ
 

ン
ド
音
楽
を
考
え
る
場
合
重
要
で
あ
る
。
 

ゲ
 -
 
一
 

 
 

「
未
開
音
楽
の
か
な
り
多
く
が
純
粋
な
美
的
享
受
 と
は
縁
遠
く
、
実
用
的
な
目
的
に
支
配
さ
れ
て
い
た
と
 い
う
こ
と
。
最
初
は
 

 
 

と
り
わ
け
魔
術
的
な
目
的
、
と
く
に
 除
 破
約
 
ど
き
ヰ
 。
 ち
 注
の
手
（
祭
祀
的
）
目
的
や
祓
 
魔
 的
の
 パ
 o
q
N
@
 

の
 （
 @
 
の
の
 
ゴ
 （
 医
 術
的
 ）
目
的
に
支
配
 

さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
 に
 未
開
音
楽
の
発
展
は
、
す
べ
て
を
類
型
化
し
よ
 う
と
す
 る
 傾
向
、
魔
術
的
意
 

（
 
ハ
 
Ⅰ
）
 

味
 を
も
っ
ど
ん
な
行
為
に
も
、
ま
た
魔
術
的
意
味
を
も
 つ
 ど
ん
な
物
体
に
も
つ
き
も
の
の
、
あ
の
傾
向
に
陥
っ
て
 し
ま
っ
た
 ピ
 

そ
し
て
こ
の
「
魔
術
的
意
味
を
も
つ
行
為
も
し
く
は
 物
 体
 1
 一
 こ
そ
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
大
乗
 
仏
教
や
新
興
ヒ
ン
 ド
 

ゥ
｜
 教
が
大
衆
信
仰
 @
 民
間
呪
術
と
の
接
触
に
よ
っ
て
 受
 容
 せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
、
あ
の
「
呪
術
 
的
 神
蔵
 術
ヨ
 ㏄
哩
の
 
c
 ゴ
の
 

（
 
几
 
l
l
 

v
 
）
 

円
ゴ
の
 
（
 a
 ㌧
の
三
東
 円
 
「
 除
祓
的
 ・
呪
術
 
類
感
的
胱
惚
迫
 い
で
 
0
 ヰ
 
Ⅱ
 0
 ㌧
轄
が
の
す
の
 
目
 ・
日
の
的
ず
の
 
す
 1
 オ
 0
 コ
む
 

（
 
0
 で
㏄
 
ヰ
オ
 
が
の
す
の
ロ
オ
の
 
（
 
曲
 （
 守
 」
も
し
く
は
「
 陽
 

-
.
.
 

l
 
上
 
Ⅰ
 

）
 

物
的
・
 
除
祓
 的
な
 胱
惚
道
吝
凹
 P
@
 
の
 0
 オ
 の
戸
の
で
。
 ヰ
 。
で
 
注
 の
 c
 ゴ
 0
%
 
オ
の
 
（
 
曲
 （
 涛
 」
等
々
の
諸
現
象
形
態
に
ほ
か
な
ら
な
 い
の
で
あ
る
。
か
か
る
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ィ
 信
仰
の
な
か
に
、
オ
ル
ギ
ー
 と
 エ
ク
ス
タ
ー
ゼ
の
 
諸
形
 態
を
摘
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
 

-
 
は
 -
 

想
 内
神
秘
主
義
 オ
 。
 ま
 の
ヨ
ロ
）
 

巴
才
の
タ
ミ
 
㎏
の
（
）
 

（
 
8
-
 
Ⅱ
（
道
教
）
 

ヰ
 

、
 お

よ
び
世
俗
内
的
俗
人
道
徳
 
ぎ
コ
 の
Ⅱ
 
ま
 %
 安
目
の
Ⅰ
注
の
 コ
 臼
 （
 
臣
ド
 二
才
の
～
（
（
儒
教
）
 

の
 、
な
に
が
し
か
「
ム
ロ
 理
的
 

」
（
 

0
-
2
 
 

な
 弁
神
論
丹
下
 m
o
 
臼
い
 の
の
 の
 根
底
を
 、
 つ
ね
に
脅
か
し
、
か
っ
腐
蝕
さ
せ
て
い
く
 も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
 

で
あ
る
。
 

音
楽
は
、
伝
統
的
な
旋
律
定
型
を
純
実
用
的
な
目
的
で
 使
う
こ
と
か
ら
抜
け
出
し
、
純
粋
に
美
的
な
要
求
が
目
覚
 め
た
と
き
、
音
楽
 本
 

 
 

主
張
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ン
ド
の
音
楽
に
 お
け
る
実
用
的
な
 、
し
 

た
が
っ
て
魔
術
的
な
要
求
の
具
体
的
な
変
遷
の
足
跡
を
 、
 残
念
な
が
ら
現
実
に
は
知
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
 、
 た
と
え
ば
イ
ン
ド
の
 ソ
 

-
 
花
 ）
 

１
％
 

m
o
 

日
ゅ
 奉
献
歌
な
ど
の
古
い
旋
律
定
型
が
す
で
に
 わ
れ
わ
れ
の
眼
前
か
ら
見
失
な
わ
れ
て
い
る
以
上
、
 

ゥ
ェ
 ｜
 バ
ー
と
し
て
は
よ
 ヴ
 

ヱ
 ー
 ダ
ヒ
 の
マ
ン
ト
ラ
 
日
 ㏄
 コ
 （
「
㏄
 
や
 、
叙
事
詩
や
「
 プ
 -
 
フ
 ー
ナ
 円
 
お
よ
び
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
各
セ
ク
ト
の
教
義
 の
な
か
に
記
さ
れ
て
い
 

る
 呪
術
の
定
型
や
救
世
主
信
仰
の
諸
現
象
形
態
を
 、
ま
 さ
に
宗
教
社
会
学
的
な
方
法
で
分
析
す
る
ほ
か
は
な
か
っ
 た
 
（
あ
る
い
は
分
析
す
 

悦
る
 通
が
必
然
的
に
開
か
れ
た
）
の
で
あ
る
。
ウ
ェ
ー
 バ
ー
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
現
代
イ
ン
ド
の
誇
る
天
 才
 的
な
シ
タ
ー
ル
奏
者
で
あ
 

法
 

る
 ラ
ヴ
ィ
・
シ
ャ
ン
カ
ー
ル
の
レ
コ
ー
ド
を
聞
く
こ
と
 は
で
き
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
彼
は
、
た
と
え
ば
旧
約
の
 世
界
に
お
い
て
、
舞
踏
 

 
 

術
や
歌
唱
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
エ
ク
ス
タ
シ
ス
 
状
 態
を
確
か
め
え
た
よ
う
に
、
シ
ヴ
ァ
教
の
り
ン
ガ
崇
拝
 や
ブ
 イ
シ
ュ
ヌ
教
の
バ
ク
テ
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@
 
Ⅱ
）
 

執
 さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、
現
世
 逃
避
的
瞑
想
芝
生
（
曲
目
 ぃ
オ
 
（
元
の
 メ
 0
 コ
 （
の
 
ヨ
巨
め
由
 0
 コ
 （
 た
と
 え
ば
古
代
仏
教
）
や
腹
 

さ
て
周
知
の
よ
う
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
資
本
主
義
 

 
 

組
織
、
経
営
・
家
計
 

分
離
の
原
則
、
合
理
的
簿
記
な
ど
と
な
ら
ん
で
音
楽
に
 お
け
る
合
理
的
記
譜
法
の
成
立
（
一
二
世
紀
）
を
重
要
視
 し
た
 （
 
司
 序
言
 こ
 参
照
）
。
 

と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
 い
て
は
、
こ
れ
と
ま
っ
た
く
対
照
的
に
、
祭
祀
儀
礼
的
 は
 除
 破
手
段
や
医
術
的
な
 

破
魔
手
段
は
、
あ
の
宗
教
倫
理
か
ら
音
楽
芸
術
の
 ェ
｜
 ト
ス
ま
で
を
包
含
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
呪
術
の
園
」
の
 原
 生
 的
な
技
術
と
し
て
 固
 



註
 （

 1
 ）
マ
リ
ア
ン
ネ
大
人
㍉
伝
記
」
、
三
五
頁
。
 

（
 
2
 ）
安
藤
・
 
池
宮
 
・
角
倉
訳
解
司
音
楽
社
会
学
 
ヒ
 、
 創
文
 社
、
 二
四
五
 !
 七
頁
。
 

（
 
3
 ）
㍉
周
書
日
二
四
四
 
l
 五
 0
 貝
 。
 

（
 
4
 ）
同
風
害
 L
 、
二
五
八
 @
 九
頁
。
 

（
 
5
 ）
「
音
楽
社
会
学
日
一
 
セ
 二
頁
。
な
お
同
書
巻
末
の
「
 昔
 楽
 用
語
集
」
を
参
照
。
 

（
 
6
 ）
日
向
ま
目
 ヒ
 、
五
一
頁
。
 

（
 
7
 ）
 
司
 司
書
日
一
三
一
頁
。
イ
ン
ド
音
楽
に
お
け
る
音
程
は
 
ス
ヴ
ァ
ラ
ー
ク
シ
ャ
ラ
の
 泰
 3
 下
代
 ぃ
 0
 名
で
知
ら
れ
て
い
る
 。
な
お
、
 

H
.
A
.
 

ポ
 

プ
レ
イ
 
著
 ・
 関
拙
訳
 
コ
イ
ン
ド
の
音
楽
号
音
楽
之
友
社
、
五
 @
 
ハ
 l
 八
頁
参
照
。
 

（
 
8
 ）
「
音
楽
社
会
学
」
、
九
八
頁
。
 

（
 
9
 ）
同
国
書
日
九
四
頁
。
 

（
 
印
 ）
の
レ
 N
 河
の
・
・
 
い
 色
目
 -
 臼
 
い
づ
 
づ
 ・
（
邦
訳
コ
ア
ジ
ア
宗
教
の
 
基
本
的
性
格
」
（
池
田
・
山
折
・
日
限
共
訳
）
 

勤
 草
書
房
、
 
四
 九
頁
㌔
 

（
 
皿
 ）
）
す
ぎ
・
 
，
 ロ
ロ
・
 
目
 -
 の
 ・
の
の
Ⅰ
合
同
 
ま
 目
 
ヒ
 、
一
四
一
で
一
一
頁
）
  
 

バ
ー
と
と
も
に
眉
に
っ
ば
を
つ
け
て
警
戒
し
な
け
れ
ば
な
 み
な
い
で
あ
ろ
う
。
）
 

理
解
が
後
考
に
た
い
す
る
鈍
感
と
無
知
に
よ
っ
て
相
殺
 さ
れ
る
よ
う
な
「
近
代
的
」
立
場
な
る
も
の
を
、
わ
れ
わ
 れ
は
 ウ
ェ
ー
 

の
 宗
教
（
思
想
）
 と
 ア
ジ
ア
の
宗
教
（
思
想
）
と
の
対
比
 に
お
い
て
も
い
い
う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
前
者
に
た
い
 す
る
鋭
敏
 と
 

た
い
く
つ
な
表
情
と
は
、
本
質
的
に
異
な
っ
た
種
類
の
 も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
は
、
 ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 

は
 、
は
な
は
だ
疑
問
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
 わ
 が
 国
近
代
主
義
の
諸
流
派
が
、
日
本
の
古
典
音
楽
に
示
 す
 無
関
心
で
 

 
 

（
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
 ョ
 ー
 ロ
ヅ
パ
 
音
楽
の
合
理
的
な
和
音
 和
 声
音
楽
を
徹
底
的
に
理
解
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
か
え
 っ
て
ア
ジ
ア
 

 
 

 
 

的
多
声
 性
の
芸
術
音
楽
の
根
源
に
鋭
い
洞
察
を
め
ぐ
ら
 す
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
ド
イ
ツ
古
典
派
の
室
内
楽
 に
 強
い
関
心
 

 
  
 

を
 示
し
た
傾
か
、
は
た
し
て
イ
ン
ド
古
典
音
楽
や
わ
が
 国
の
声
明
、
謡
曲
、
長
唄
な
ど
に
陶
酔
す
る
こ
と
が
で
き
 た
か
ど
う
か
 
ひ
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已
ア
 ・
（
使
命
予
言
の
の
 コ
 色
目
 
コ
 的
の
㌧
（
 

0
 で
下
卑
 
鰍
 0
 色
 ・
薄
田
お
 オ
の
つ
 
・
 の 

て
 、
エ
リ
ア
ー
デ
を
は
じ
め
と
す
る
も
ろ
も
ろ
の
イ
ン
ド
 学
者
が
 

解
釈
し
て
き
た
 ヨ
 ー
ガ
な
る
概
念
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
 お
い
て
は
 

他
方
で
は
神
通
力
等
々
の
呪
術
的
状
態
の
獲
得
手
段
と
 み
な
さ
れ
 

を
、
 右
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
比
較
す
る
彼
の
方
法
 は
 、
そ
の
 

で
あ
る
。
 

周
知
の
よ
う
に
、
 
J
.
 フ
レ
ー
ザ
ー
は
比
較
宗
教
史
的
 他
点
か
 

親
縁
関
係
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
 し
 た
が
っ
 

異
な
っ
た
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
を
後
考
 に
 媒
介
す
 

あ
る
と
し
て
、
そ
の
両
者
を
断
絶
的
に
対
立
さ
せ
た
の
 で
あ
る
。
 

@
4
 
）
 

ス
キ
ー
は
、
呪
術
は
本
来
耕
作
の
経
済
的
組
織
と
密
接
に
 結
 八
口
 
し
 

の
役
割
の
相
違
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
 も
に
、
 

さ
て
 わ
和
 Ⅱ
わ
た
 
れ
ば
 、
ウ
ェ
ー
バ
ー
 士
 b
 ま
た
、
そ
の
「
七
本
 

ヰ
 

数
 社
会
 

と
そ
の
形
成
過
程
を
要
領
よ
く
概
括
し
て
い
る
こ
と
を
 知
っ
て
 
い
 

別
 的
側
面
と
共
同
体
的
側
面
を
区
別
し
、
前
者
は
、
 

魂
 の
み
と
り
 状

態
性
）
の
形
式
に
対
置
さ
れ
、
比
較
さ
れ
た
の
で
 狂
   

特
殊
イ
ン
ド
 的
 カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
 主
 張
 し
も
し
く
は
 

一
方
で
は
エ
ク
ス
タ
シ
ス
の
一
般
定
式
の
な
か
に
 位 置
 づ
け
ら
れ
、
 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
諸
地
域
に
お
け
る
さ
ま
ざ
 
ま
の
宗
教
現
象
 

呪
術
成
立
の
諸
過
程
に
か
ん
す
る
分
析
の
な
か
で
も
 貫
 か
れ
て
い
る
の
 

ら
 、
呪
術
的
信
念
は
本
来
宗
教
的
崇
拝
と
は
区
別
さ
れ
 た
 ト
ー
テ
ム
的
 

て
 彼
は
、
原
始
的
前
科
学
と
し
て
の
呪
術
と
宗
教
は
信
念
 体
系
と
し
て
 

る
の
は
、
超
越
的
存
在
に
た
い
す
る
信
仰
と
祈
祷
に
よ
る
 敬
虔
感
情
で
 

と
こ
ろ
が
こ
れ
に
た
い
し
、
機
能
主
義
の
立
場
に
た
つ
 B
.
 

マ
リ
ノ
フ
 

た
 社
会
的
な
力
で
あ
る
と
し
、
未
開
 人
 が
自
然
の
経
験
的
 科
学
と
呪
術
 

（
 
5
 ）
 

呪
術
を
原
始
的
前
科
学
と
同
一
視
す
る
見
方
に
反
対
し
 -
@
 

キ
ハ
 
。
 

常
論
文
集
 ヒ
の
 
「
緒
言
」
の
な
か
で
、
呪
術
お
よ
び
 

呪
 術
師
の
諸
類
型
 

る
 。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
さ
し
あ
た
り
呪
術
の
機
能
 ぽ
か
ん
す
る
 
個
 

手
ぎ
 臼
の
 
0
 （
 
の
 の
（
と
し
て
の
呪
術
者
ぎ
手
の
Ⅰ
の
 r
 
o
 

卸
 
目
い
志
卍
 

@
 
の
 
Ⅱ
が
 、
 

一
定
の
緊
張
・
対
抗
関
係
を
保
ち
つ
つ
、
し
か
も
呪
術
と
 神
通
力
の
獲
得
を
志
向
し
、
同
時
に
、
イ
ン
ド
に
独
自
 の
無
 感
動
エ
ク
ス
タ
 シ
 

 
 

 
 

ス
 
の
 で
 ㏄
（
 
十
乙
 
の
の
 
オ
 の
㊥
 オ
の
 
（
㏄
の
の
の
一
匹
 
味
左
 Ⅰ
 な
ヰ
 
9
4
 
も
の
 L
 こ
 立
石
 
え
た
。
 

-
2
 
）
か
く
し
て
こ
の
イ
ン
ド
的
な
無
感
動
エ
ク
ス
タ
 

シ
ス
（
模
範
予
言
実
の
 

 
 
 
 

3
%
 

㏄
「
 

@
 
の
の
 訂
巾
 3
%
 オ
 の
（
 
@
 の
の
状
態
性
）
の
形
式
は
 、
あ
 の
 イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
予
言
者
の
激
情
的
な
 
エ
ク
 ス
タ
 シ
ス
の
 ヨ
 0
 ま
 Q
 コ
 ひ
す
 
い
 



 
 

 
 

げ
た
 引
丈
 に
お
け
る
八
神
秘
的
や
体
験
は
、
そ
の
本
来
 的
に
い
い
表
わ
し
が
た
い
内
容
の
ゆ
え
に
、
究
極
に
お
 い
 て
は
各
人
に
お
け
る
 個
 
Ⅰ
 

  
く
 別
の
軌
道
を
突
き
す
す
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
 と
 る
 ウ
ェ
ー
バ
ー
は
 
、
 次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
 る
 。
「
呪
術
か
ら
構
成
 

さ
れ
て
い
る
原
始
的
な
世
界
像
の
統
一
性
は
、
合
理
的
 な
 認
識
な
ら
び
に
自
然
の
合
理
的
な
支
配
と
い
う
方
向
と
 、
他
方
で
は
 谷
 神
秘
的
 ゃ
 

-
0
0
 

）
 

体
験
と
い
う
方
向
と
に
分
裂
す
る
傾
向
を
示
し
た
」
と
。
 す
な
わ
ち
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
場
合
に
は
、
個
々
人
の
 苦
難
か
ら
の
救
い
立
臼
～
 

だ
け
で
な
く
、
民
族
共
同
体
の
苦
難
が
宗
教
的
な
救
済
 待
望
の
対
象
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
 て
 々

ス
ラ
エ
 
ル
民
族
に
 

よ
っ
て
熱
烈
な
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
た
救
世
主
（
メ
シ
ア
 ）
は
、
そ
の
個
別
的
性
格
と
普
遍
的
性
格
を
同
時
に
合
 わ
せ
も
っ
こ
と
が
で
き
 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
普
遍
的
性
格
こ
そ
は
、
 

呪
 術
を
打
破
し
て
生
活
態
肚
の
合
理
化
を
遂
行
す
る
手
段
と
 し
て
の
合
理
的
使
命
 予
 

舌
口
の
唯
一
の
素
因
な
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
呪
術
 

か
，
 ら
 合
理
的
宗
教
（
Ⅱ
合
理
的
な
認
識
と
自
然
の
合
理
的
な
 支
配
）
へ
の
決
定
的
 転
 

 
 

換
を
準
備
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

 
 
 
 
 
 

と
こ
ろ
が
こ
の
点
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
の
救
済
宗
教
門
（
 （む
の
 

由
コ
 的
の
Ⅱ
の
二
四
 

0
 コ
 は
ま
っ
た
く
別
の
形
姿
を
示
し
た
。
 

す
な
ね
 ち
、
右
に
 
揚
 

-
7
-
 

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
合
理
的
な
世
 界
 解
釈
の
そ
の
後
の
歴
史
的
帰
結
に
お
い
て
、
 

ョ
 ー
ロ
ッ
 パ
と
 ア
ジ
ア
は
ま
っ
た
 

個
々
人
の
疾
病
や
窮
乏
 

部
族
の
）
共
同
体
祭
祀
 

神
々
を
、
祈
願
の
対
象
 

し
か
し
や
が
て
呪
術
 

…
 ，
 -
,
@
 

士
 

は
ま
た
多
く
の
秘
儀
 

事
は
、
大
衆
の
利
害
と
 

に
 、
救
世
主
信
仰
と
そ
 

 
 

 
 

ィ
士
 

ま
 
｜
 

に
お
い
て
、
降
雨
、
日
照
、
狩
猟
の
収
穫
、
敵
の
打
破
な
 

ど
 
共
同
体
全
体
の
運
命
に
か
か
わ
る
利
害
に
関
与
す
る
 

 
 

 
 

師
や
神
々
の
威
信
が
高
ま
る
に
 

つ
 
れ
て
、
そ
こ
に
部
族
 

 
 

者
 

大
衆
の
魂
へ
の
配
慮
と
い
う
平
民
的
な
動
機
へ
の
奉
仕
 

に
 
集
中
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
 

同
 
 
 

れ
に
ま
つ
わ
る
救
世
主
神
話
を
、
し
た
が
っ
て
苦
難
か
 

，
 
ら
の
救
済
を
約
束
す
る
合
理
的
な
世
界
解
釈
を
 

、
 
生
み
 
だ
 



以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
把
握
 さ
れ
た
呪
術
の
類
型
、
お
よ
び
呪
術
的
世
界
の
メ
タ
モ
ル
 フ
ォ
ー
シ
ス
機
制
も
 

し
く
は
 脱
 呪
術
化
の
成
立
過
程
等
々
の
歴
史
的
諸
帰
結
 が
 、
フ
レ
ー
ザ
ー
 や
 エ
リ
ア
ー
デ
な
ど
の
比
較
宗
教
学
的
 理
論
や
、
マ
リ
ノ
フ
ス
 

キ
ー
の
ご
と
き
機
能
主
義
理
論
と
も
異
な
っ
た
、
独
自
 の
 宗
教
社
会
学
的
方
法
を
ふ
ま
え
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
 と
が
、
い
く
分
な
り
と
 

も
 明
ら
か
に
な
っ
た
か
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
 ウ
ェ
ー
バ
ー
の
呪
術
に
か
ん
す
る
理
論
的
構
想
は
、
い
ま
 一
つ
の
 観
 占
か
ら
す
れ
 

・
は
、
オ
リ
エ
ン
ト
や
ア
ジ
ア
の
救
済
宗
教
信
仰
が
本
質
 

的
に
（
現
世
逃
避
的
）
瞑
想
へ
志
向
す
る
の
に
た
い
し
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
 

が
 、
本
質
的
に
（
現
世
内
的
）
禁
欲
へ
志
向
し
て
い
た
 こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
両
者
の
あ
い
だ
に
歴
史
的
に
 
決
定
的
な
相
迎
を
定
式
 

@
l
 
 

ヒ
 し
て
、
る
こ
と
と
、
 

し
 

（
 
t
 
l
 
 

）
 内
面
的
に
深
い
連
関
性
を
も
っ
 て
い
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
ア
ジ
ア
と
り
わ
け
イ
ン
ド
 の
 共
同
体
世
界
が
 、
ジ
 

ッ
ぺ
 
の
る
憶
や
氏
族
カ
リ
ス
マ
の
の
 コ
 （
 
@
 
）
の
 
ま
 n
@
 
の
日
の
や
 そ
れ
に
と
も
な
 う
 タ
ブ
ー
、
お
よ
び
 閉
績
的
 カ
ー
ス
ト
 社
会
に
よ
っ
て
、
呪
術
 

（
Ⅵ
 
-
 

る
 。
せ
い
ぜ
い
な
し
得
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
か
わ
り
に
 他
の
呪
術
を
お
き
か
え
る
こ
と
以
上
を
出
な
い
」
の
で
あ
 っ
た
 。
 

 
 

人
 と
し
て
の
み
の
救
い
の
追
求
を
結
果
す
る
と
と
も
に
、
 他
方
、
純
粋
の
思
索
に
没
頭
す
る
貴
族
的
知
識
人
屑
 の
 瞑
想
を
導
び
い
た
か
ら
 

 
 

で
あ
る
。
（
 

9
 ）
こ
う
し
て
、
た
と
え
ば
仏
陀
の
予
言
 は
 、
そ
の
 

現
世
拒
否
的
瞑
想
に
お
い
て
、
超
越
神
の
命
に
よ
ら
ず
 自
発
的
に
生
の
目
標
を
 

定
め
る
こ
と
に
基
礎
を
お
き
、
同
時
に
か
か
る
救
済
 目
 標
を
希
求
す
る
者
に
た
 い
し
 、
自
己
の
垂
範
的
生
活
を
営
 

  

こ
と
を
例
示
す
る
模
範
予
言
と
な
っ
た
。
こ
の
意
味
に
お
 い
て
結
局
イ
ン
ド
の
予
言
は
、
た
だ
理
知
的
な
知
識
人
 層
 に
た
い
し
て
の
み
 直
 

接
の
意
義
を
も
ち
え
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
 が
っ
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
る
模
範
予
言
の
場
か
ら
 遠
く
引
き
離
さ
れ
た
 大
 

衆
 の
あ
い
だ
で
は
、
秘
教
的
祭
司
や
被
造
物
神
化
 

木
 （
の
 
緊
 日
東
（
㎎
 び
 （
 
ト
の
 
Ⅱ
 岸
コ
 
㏄
の
対
象
に
た
い
す
る
崇
拝
、
総
じ
て
 

聖
者
崇
拝
 日
捜
 0
 ）
㏄
（
（
中
の
 

（
Ⅱ
 グ
ル
 
の
 由
 （
 ち
 崇
拝
）
が
必
然
的
に
生
ず
る
の
で
あ
り
 、
い
ま
や
こ
れ
ら
の
大
衆
層
は
喜
捨
を
捧
げ
る
こ
と
に
 よ
っ
て
、
奇
蹟
を
行
な
 

う
と
信
じ
ら
れ
る
聖
者
の
肉
体
を
養
い
、
か
く
し
て
後
 生
の
保
障
、
富
、
長
寿
の
ご
と
き
現
世
の
財
の
む
（
の
Ⅱ
 

臼
 ハ
 
W
 
の
の
Ⅱ
 
づ
 「
 
う
 
w
 
Ⅰ
（
を
得
よ
う
 

と
 努
め
る
に
い
た
る
。
す
な
 ね ち
、
「
こ
う
い
う
め
 が
 敬
意
識
を
も
っ
て
し
て
は
、
呪
術
を
駆
逐
す
る
こ
と
は
 と
う
て
い
不
可
能
で
あ
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ウ
ェ
ー
バ
ー
の
概
括
に
よ
れ
ば
、
古
代
仏
教
は
 

イ
ン
ド
の
貴
族
的
な
主
知
主
義
的
 救
捧
諭
せ
 0
 ヨ
の
オ
ヨ
 
0
 日
白
日
の
目
の
 

ガ
叶
 
け
の
 
コ
 の
コ
 
チ
 
0
 （
 
0
 弓
ト
 

 
 

あ
っ
た
が
、
や
が
て
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
大
君
主
制
が
成
 立
 す
る
に
お
よ
び
、
か
か
る
の
  

 

術
 
正
統
の
イ
ン
ド
的
 救
 極
論
は
、
古
代
的
 ク
 シ
 ャ
ト
リ
 ヤ
 層
の
没
落
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の
平
民
時
代
の
幕
を
 切
っ
て
お
と
し
た
、
と
ざ
 ね
 

 
 

 
 

忌
味
 内
容
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
に
よ
る
類
 型
 概
念
の
使
用
法
と
そ
の
方
 

五
 、
救
済
追
求
 と
救
 捧
読
魔
術
の
園
を
め
ぐ
っ
て
 て
 

 
 

拘
 
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
た
と
す
る
 りェ
 

の
 歌
勘
 

、
 .
 な
主
張
 

、
一
 
ま
 、
 右
に
の
べ
て
き
た
ご
と
き
 彼
 の
 巨
視
的
展
望
の
な
か
 

に
 位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
具
体
性
を
お
び
て
 結
 晶
 し
て
く
る
と
い
わ
低
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

証
 （

ー
）
 目
 ・
口
目
 

a
d
e
.
 

Ⅰ
の
 

ぺ
 0
%
 ｜
 Ⅰ
 
ヨ
ヨ
 o
r
 

蕾
ま
か
 

痒
口
汀
 「
 こ
｜
 ・
 巾
 p
q
@
 
，
ト
 の
り
 
ト
 ・
 つ
 ・
 ト
ト
 
の
 

（
 
2
 ）
の
中
ド
由
の
・
・
㏄
Ⅰ
・
 

目
 。
の
・
）
 
ひ
 ㍉
 @
 。
の
 

（
 
3
 ）
の
や
 弟
ダ
零
 ・
 目
 ・
 け
 3
2
2
 の
 （
内
田
芳
明
 訳
 
Ⅰ
古
代
 ユ
ダ
ヤ
教
ヒ
ー
 n
@
 
、
み
す
ず
書
房
、
四
四
八
 @
 九
二
）
。
 

（
 
4
 ）
水
橋
草
分
課
㍉
金
枝
篇
㈱
 
只
 
岩
波
文
庫
、
六
二
 ｜
 
一
五
 セ
頁
 参
照
。
 

（
 
5
 ）
 
し
 ・
 ノ
 ハ
柱
 コ
 0
 毛
の
 
ニ
、
の
 0
%
 
巴
の
 ㏄
「
由
の
 

コ
 の
 ぃ
コ
 
年
月
 す
臼
 Ⅱ
ン
ミ
 
轟
 亡
 
の
下
の
円
け
年
 ヒ
 。
片
片
 
オ
 0
 ヨ
 0
 円
 
下
 0
 口
の
 0
 Ⅰ
コ
口
目
二
コ
 

め
巳
ゐ
 ㏄
 
0
 目
ド
 コ
印
 0
*
 下
帥
 
Ⅱ
 ざ
申
拝
廷
 
q
p
-
 

勾
ざ
 の
の
 @
 
コ
 （
 
オ
 の
中
「
 
0
 す
ユ
ぃ
コ
年
 
Ⅰ
 
匹
ぃ
 
二
年
 
の
 

・
 い
 0
 コ
隼
 
0
 ダ
ト
 の
㏄
 
9
 
つ
 ・
の
㏄
 
ヰ
 

（
 
6
 ）
（
 
7
 ）
 
0
 下
 N
 カ
の
・
・
 
し
 &
.
H
.
 
の
・
 ぎ
 2
l
4
 

（
林
武
 

訳
 
「
 世
 界
 宗
教
の
経
済
倫
理
」
 
八
 序
説
 V
 呂
 ウ
ェ
ー
バ
ー
宗
教
・
社
会
あ
 
柵
集
 L
.
 世
界
の
大
思
想
 

Ⅱ
１
 7
 口
、
一
一
一
一
・
 

@
@
 
一
一
一
頁
）
。
 

（
 
8
 ）
（
 
9
 ）
）
 圧
 d
.
.
 

の
・
 

2
 の
 下
 （
林
武
 訳
 
「
周
書
 ヒ
 、
一
二
一
二
頁
）
 
 
 

（
 
印
 ）
青
山
秀
夫
 訳
 
同
一
般
社
会
経
済
史
要
論
・
下
巻
 

L
 二
四
 八
 f
 九
頁
。
 

（
は
）
た
と
え
ば
、
 

目
 「
（
の
 

呂
ぃ
 （
（
 由
乱
の
 ⑬
の
 コ
 の
 
斗
ぃ
 （
（
 
-
 （
 戸
 
木
 曲
日
（
 
臼
ヨ
オ
 目
性
。
目
の
 
0
 注
 0
@
0
 

笹
色
・
が
ひ
目
の
（
英
明
 訳
 
「
 宗
 教
 倫
理
と
現
世
」
 
只
ウ
 

ヱ
 ー
バ
ー
宗
教
・
社
会
論
集
し
世
界
の
大
思
想
Ⅱ
１
 7
U
 

、
二
八
 

二
言
 
@
 
只
 
）
。
 



彼
の
い
う
Ⅰ
 コ
 （
の
 
コ
 の
 叶
 t
u
a
 

二
の
 

ヨ
 臆
は
、
類
型
的
に
は
 
周
 知
 の
よ
う
に
二
種
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
 第
一
は
、
後
期
 ユ
 ダ
 

ヤ
教
 （
の
パ
 リ
サ
イ
び
 
と
 べ
 
パ
ウ
ロ
教
団
、
一
 
セ
 世
紀
の
 ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
展
開
さ
れ
た
「
 プ
 ロ
 レ
タ
リ
フ
 的
 
・
 パ
｜
 

リ
 ア
 的
 
Ⅱ
且
の
 
コ
 の
 蚕
由
凹
が
日
拐
 」
も
し
く
は
「
小
市
民
的
 
Ⅱ
 
コ
 （
・
」
で
あ
り
、
第
二
が
、
ア
ジ
ア
の
主
な
救
済
宗
教
 

が
 作
り
だ
し
た
「
貴
族
 

的
 
Ⅰ
 
コ
 （
・
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
貴
族
的
Ⅱ
三
の
Ⅰ
）
の
 
オ
 （
 
u
a
 

）
円
の
 

ヨ
 （
）
の
」
こ
そ
は
、
た
と
え
ば
仏
教
の
い
わ
ゆ
る
「
 
模
範
予
言
」
す
な
 

わ
ち
仏
陀
が
自
己
を
神
の
「
容
器
し
の
の
③
の
と
感
じ
、
 

少
 数
の
選
ば
れ
た
弟
子
に
た
い
し
て
神
と
合
一
す
る
救
済
 へ
の
道
を
範
例
的
に
示
 

す
 予
言
を
、
そ
の
母
胎
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
 、
 か
か
る
予
言
の
類
型
は
、
後
期
ユ
ダ
ヤ
教
な
ど
の
「
 使
 命
 予
言
」
す
な
わ
 

ち
 自
己
を
神
の
「
道
具
」
 
キ
の
 Ⅱ
 
ガ
い
 
の
仁
の
と
意
識
し
 、
大
 衆
 に
目
っ
て
神
の
命
令
へ
の
服
従
を
義
務
と
し
て
要
求
す
 る
ヱ
 
Ⅱ
舌
口
と
は
、
 
き
 

-
2
 
）
 

ね
だ
っ
た
対
照
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
 

ま
た
、
こ
の
「
貴
族
的
（
 
コ
 （
・
」
の
担
い
手
は
、
貴
族
、
 レ
 ン
テ
生
活
者
、
上
層
官
吏
、
お
よ
び
教
会
や
修
道
院
 そ
 の
他
の
主
要
な
 
プ
フ
 

 
 

し
て
か
か
る
貴
族
的
な
特
権
 層
 が
追
求
す
る
救
済
は
 、
 
「
 現
世
は
意
味
の
あ
る
 秩
 

 
 

序
界
本
 0
 の
 ョ
 。
 ヱ
 
だ
と
す
る
主
知
主
義
に
特
有
の
要
請
 と
 結
び
つ
い
て
、
現
実
と
の
矛
盾
か
ら
生
ず
る
「
内
面
的
 苦
悩
 
ぎ
コ
 の
Ⅰ
の
 
之
 0
 （
」
 

か
ら
の
救
済
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
か
く
し
て
そ
の
 知
 的
な
反
省
と
究
極
の
目
標
を
、
と
り
わ
け
現
世
逃
避
 

烹
 の
ご
 
巨
偉
斗
 （
と
瞑
想
 

（
 
4
@
 

本
 0
 コ
 付
の
日
 
宮
緊
 @
0
 
コ
 に
よ
る
「
開
悟
的
神
秘
体
験
」
 

已
 Ⅰ
 
下
 仁
の
コ
 
ミ
 品
 s
1
 
目
イ
の
 
（
～
 

オ
 
に
お
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 
て
こ
の
救
済
追
求
方
法
 

 
 

は
、
 
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
・
パ
ー
リ
ア
的
（
 
コ
 （
の
）
 

-
 
の
オ
 
（
目
口
 

打
ョ
 拐
 」
の
担
い
手
た
る
非
特
権
 層
が
、
 彼
ら
に
固
有
 の
 物
質
的
・
「
外
面
的
苦
 

悩
曲
仁
 ぬ
の
（
の
 

Z
0
 

ヱ
 
か
ら
の
救
済
を
追
求
す
る
の
と
 比
 べ
る
と
き
、
現
実
回
避
的
傾
向
を
い
ち
じ
る
し
く
帯
び
る
 の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
 

宗 ， J) 
教 範 
社 の 
合 標 
常 額 
0  4C 
観 か 
  占、 か   
" ら ナ こ 

し ア 
て ジ 

もア 、 の 

っ ね救 「 
に 清 

追求」 その イ 

ン と 

ト     「 
宗 教 

捧ぬ 教ゑ   
の 」 

中 の 現 核 展 

邦 題 
分 に 
を 密 

指 接       
て わ 
い る 

る も   
ら で 

で あ 

あ る 。 り カュ " 
つ 
ま 
ナ @ - し 

ウ 
  
  
  
  

(478) 

法
的
制
約
に
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
い
さ
さ
か
明
ら
か
 

に
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
部
分
の
外
 

延
と
 内
包
こ
そ
は
、
 
本
 
0
 



次
に
「
敬
体
読
 の
 0
 （
の
 
二
 0
 ）
 
0
 巴
の
」
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
 
こ
う
。
こ
の
用
語
は
も
と
も
と
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
で
は
、
 

終
末
論
的
に
統
一
さ
 

（
 
人
 
v
 
ノ
 

れ
て
い
た
原
始
キ
リ
ス
ト
教
的
「
キ
リ
ス
ト
論
お
よ
び
 救
済
論
」
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
 
ゥ
 ニ
 ー
バ
ー
の
用
語
法
で
 

ゾ
テ
 
@
 オ
 @
 
ギ
 l
 

は
 、
独
自
の
意
味
内
容
が
付
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
 思
 わ
れ
る
。
彼
の
い
 う
救
 極
論
の
問
題
は
、
そ
の
歴
史
具
体
 的
な
叙
述
に
さ
い
し
て
 

ま
 、
し
ば
し
ば
敬
体
方
法
論
定
 め
 ）
 
-
 
の
ヨ
 
0
%
0
 
色
良
 
と
し
 て
 展
開
さ
れ
て
お
り
、
概
括
的
に
い
え
ば
、
諸
救
済
宗
 
数
 に
お
け
る
救
済
方
法
 

 
 

甲
乙
当
月
 自
 ぬ
の
の
一
環
を
な
す
も
の
と
し
て
独
特
 
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
（
 

7
 ）
ち
な
み
に
こ
こ
で
、
ウ
ェ
 ｜
 バ
ー
が
使
用
し
て
い
 

る
救
 擁
立
の
ご
と
い
う
複
雑
な
内
容
を
蔵
し
て
い
る
 概
 念
 に
っ
Ⅱ
㍗
て
一
舌
口
し
て
お
 
オ
し
ぅ
 
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
 
原
 切
的
に
は
、
不
完
全
で
 

幸
福
な
ら
ざ
る
状
態
（
病
気
、
早
 魑
 、
磯
館
、
敗
戦
、
困
 苦
 、
業
、
罪
な
ど
）
の
克
服
も
し
く
は
そ
れ
か
ら
の
 
救
 い
 ・
解
放
を
意
味
す
 

る
 。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
こ
の
目
の
 ヱ
 は
、
救
済
宗
教
内
Ⅱ
 乙
き
品
ぴ
 「
の
目
性
 

0
 口
に
お
い
て
は
、
人
間
の
罪
か
ら
の
 解
 放
 
（
キ
リ
ス
ト
教
に
お
 

け
る
「
救
い
」
、
仏
教
に
お
け
る
「
解
脱
」
）
を
意
味
し
 

、
 こ
の
場
合
は
事
実
上
「
救
済
 巴
 Ⅰ
こ
の
け
コ
 

%
 」
と
そ
の
意
味
 内
容
を
同
じ
く
す
る
の
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
観
点
に
た
て
ば
、
 

救
 %
 
@
 ォ
 
論
 
@
 
ギ
 と
は
、
原
理
的
に
は
俗
人
も
し
く
は
知
識
人
に
た
 

１
 

  

（
 
B
 ）
 

ヱ
 の
中
）
お
よ
び
（
も
し
く
は
）
宗
教
的
救
済
Ⅱ
 
巴
 （
 
こ
目
コ
 ㎎
 の
 約
束
を
は
た
す
「
救
い
の
理
論
」
と
考
え
て
さ
し
つ
 か
え
な
い
と
思
わ
れ
よ
 

悦
う
 。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
 ゾ
テ
り
 オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
一
般
に
 、
ア
 ジ
ア
 と
り
わ
け
イ
ン
ド
の
 救
 

決
 
済
 論
 ま
た
は
救
済
倫
理
に
か
ん
し
て
限
定
的
に
使
用
 し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
 な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
 

そ
 

 
 

術
 

れ
は
い
っ
た
い
何
故
に
そ
う
で
あ
る
の
か
。
ま
た
そ
 こ
に
含
ま
れ
て
い
る
文
脈
上
の
意
味
は
何
か
。
さ
し
 め
 た
っ
て
こ
の
問
題
を
理
解
す
 

呪
る
た
め
に
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
彼
が
そ
の
「
経
済
と
 
社
会
」
第
二
部
第
五
章
「
宗
教
社
会
学
 ｜
 宗
教
的
な
 ゲ
 マ
イ
ン
シ
ヤ
フ
ト
関
係
の
諸
 
21  (479) 

い
て
、
「
貴
族
的
主
知
主
義
」
な
る
も
の
は
、
日
常
生
活
 に
お
け
る
平
民
大
衆
と
の
あ
い
だ
に
越
え
が
た
い
深
刻
 な
 「
裂
け
目
木
 ざ
 （
（
」
 

を
生
ぜ
し
め
、
大
衆
の
日
常
生
活
は
い
ぜ
ん
と
し
て
「
 呪
術
の
園
」
の
な
か
に
と
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
  
 

ぎ
り
伝
統
的
宗
教
に
た
い
す
る
挑
戦
や
内
面
的
革
新
力
 と
 し
て
は
働
か
な
い
限
界
を
も
っ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ほ
 か
な
ら
ぬ
こ
の
点
に
お
 



の
い
わ
ゆ
 ス
 ユ
れ
宗
教
に
お
け
る
「
 救
胚
 方
法
論
」
 

（
た
と
え
ば
カ
リ
ス
マ
 
的
 再
生
を
 

る
た
 め
の
善
業
の
蓄
積
な
ど
）
 

て
 れ
ら
相
互
の
相
違
点
を
明
ら
か
 

て
 故
宮
 を
凸
，
て
う
 
。
 

ま
ず
右
の
達
人
信
仰
の
う
ち
の
瞑
想
的
も
し
く
は
 オ
ル
 ギ
１
 的
 
・
 ェ
 ク
ス
タ
ー
ゼ
的
な
 

般
 的
に
非
日
常
的
性
格
を
特
質
と
し
、
一
切
の
目
的
合
 理
性
に
背
反
し
、
し
か
も
そ
の
こ
 

の
 達
人
と
大
衆
の
あ
い
だ
は
完
全
に
遮
断
さ
れ
、
し
た
が
 っ
て
日
常
の
実
践
的
生
活
へ
の
 

め
ざ
す
た
め
の
呪
力
 め
 占
有
や
自
己
完
成
を
 う
 

に
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
に
 つ
 い
 

側
面
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
そ
の
状
態
性
は
一
 

と
の
ゆ
え
に
神
聖
祖
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
信
仰
 

つ
な
が
り
は
生
じ
な
い
。
こ
う
し
て
こ
の
型
の
 

Ⅱ
の
 
-
 
田
哩
 
0
 の
 
片
 
（
 
W
 （
を
本
質
的
に
墓
 礎
 づ
け
、
後
考
の
「
 禁
 欲
 」
形
態
が
 、
 主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
 的
 特
質
の
救
済
 宗
教
信
仰
を
木
質
的
に
 

基
礎
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
打
て
 

市
 逃
 し
た
通
り
で
あ
る
 

@
 
.
 
0
 

-
0
 

l
 
 

）
 と
 こ

ろ
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
 、
 右
の
ご
と
き
概
念
装
置
の
現
 実
 適
用
に
よ
り
て
、
 彼
 

類
型
 ｜
 」
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
個
所
 が
ひ
と
っ
の
手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 

一
散
杖
 論
 的
な
 救
捧
 方
法
論
の
 0
 （
の
よ
。
ざ
住
の
り
 

プ
 の
 甲
 
H
n
 

二
の
 

ヨ
 0
 日
。
 隼
綜
 に
特
有
の
諸
手
段
は
、
そ
の
も
っ
と
も
精
敏
 に
 発
達
し
た
形
態
の
 

 
 

場
合
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
イ
ン
ド
に
起
源
を
も
っ
て
い
る
 。
そ
れ
ら
の
手
段
が
イ
ン
ド
に
お
い
て
呪
術
的
な
神
霊
 胎
 @
 
制
の
の
あ
（
の
Ⅱ
 

ぃ
 目
ら
 
コ
 ㏄
㏄
 

の
方
法
論
に
依
存
し
つ
つ
発
達
し
た
こ
と
は
、
 

9
 
る
 ）
 
。
」
 

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
「
 救
捧
 方
法
論
」
に
が
ん
ず
る
 ウ
ェ
ー
バ
ー
独
自
の
類
型
論
が
ま
ず
も
っ
て
問
題
と
な
る
 で
あ
ろ
う
。
と
い
う
 

の
は
、
右
の
場
合
の
「
 救
 極
論
的
」
と
い
う
限
定
詰
の
も
 つ
忠
味
は
 ，
「
 救
拡
 万
法
論
・
 一
 そ
の
も
の
の
概
念
が
明
 ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
 

よ
っ
て
は
じ
め
て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
 

さ
て
周
知
の
よ
う
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
信
仰
形
態
の
二
 類
型
と
し
て
達
人
信
仰
と
大
衆
信
仰
を
あ
げ
、
と
り
わ
け
 前
者
の
達
人
信
仰
を
 

二
型
に
分
か
っ
て
す
な
わ
ち
一
方
は
、
瞑
想
的
も
 
し
く
は
オ
ル
ギ
ー
 的
 
・
 ェ
 ク
ス
タ
ー
ゼ
的
な
そ
れ
で
あ
 

  

信
仰
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
前
者
の
「
瞑
想
」
形
態
が
 

、
主
 
と
し
て
オ
リ
エ
ン
ト
 的
 お
よ
び
ア
ジ
ア
的
特
質
の
救
済
 宗
教
信
仰
甲
き
目
垢
 の
 



 
 

｜
す
目
 け
ま
す
の
の
 

c
s
s
 

の
 コ
 の
コ
イ
 
円
 
㏄
ま
こ
 
/
 の
を
獲
得
す
る
こ
と
 

  

法
 

 
 術

る
 。
だ
が
そ
の
ご
の
発
展
形
態
に
お
い
て
、
こ
の
よ
 う
 な
教
 捧
 方
法
論
は
重
要
な
二
つ
の
方
向
に
分
岐
す
る
 の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
 

 
 

 
 

一
つ
が
、
超
感
覚
的
存
在
の
化
 肉
 
（
ロ
オ
 
a
 （
口
口
（
 

@
o
 
コ
 む
ロ
の
「
 

の
ぎ
三
ぎ
 ア
 の
（
安
げ
の
の
 
コ
 
（
Ⅱ
神
の
人
間
へ
の
化
 
肉
 ）
、
す
な
 
わ
ち
自
己
神
化
の
 

23 く 48U) 

時
 的
な
性
格
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
 は
 、
予
言
的
宗
教
が
展
開
さ
せ
る
「
有
意
味
的
な
の
 ぎ
コ
オ
 
の
び
 
廿
 
」
内
容
と
か
カ
リ
ス
 

マ
的
 状
態
の
持
続
的
な
口
外
口
の
（
コ
 

、
、
、
、
 

%
 占
有
と
か
を
欠
い
て
 い
る
。
そ
こ
で
、
合
理
化
が
進
展
し
組
織
的
倫
理
的
な
 生
活
態
度
が
要
諾
さ
れ
 

悦
 

る
よ
う
に
な
る
と
、
宗
教
的
な
 倣
斥
 ・
方
法
論
の
目
標
 は
 、
オ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
急
性
 の
ェ
 ク
ス
タ
 シ
ス
を
緩
和
さ
せ
変
化
さ
 せ
 

タ
バ
コ
、
麻
黄
、
音
楽
な
ど
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
 オ
ル
 ギ
 ー
な
の
で
あ
 つ
こ
 

-
@
@
@
l
l
 

十
ハ
 
。
 

 
 

だ
が
し
か
し
こ
う
し
た
オ
ル
ギ
ー
 や
ェ
 ク
ス
タ
ー
ゼ
の
 
社
会
的
形
式
は
、
原
初
的
に
は
急
性
の
の
斤
目
（
も
の
で
あ
 

り
、
 子
の
本
性
上
 
一
 

達
人
信
仰
は
、
禁
欲
を
志
向
す
る
そ
れ
と
は
正
反
対
に
 、
 本
来
的
に
反
合
理
的
、
反
経
済
的
で
あ
る
。
さ
て
、
 い
 わ
ヰ
 8
 席
 廿
 宗
教
の
原
 

生
 的
な
状
態
に
お
い
て
は
、
そ
の
陣
後
に
非
日
常
的
な
 カ
リ
ス
マ
的
 力
が
 想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
 お
 め
、
悪
 

-
 

ど
の
超
感
覚
的
 諸
力
 と
し
て
 表
致
 さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
 
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
、
呪
術
 師
の
実
践
と
そ
の
指
導
 

に
よ
る
 
ヱ
 ク
ス
タ
ー
ゼ
 
由
オ
の
弍
め
の
と
 
オ
ル
ギ
ー
 
0
5
 皿
 ノ
 
の
の
 %
 強
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
て
生
み
だ
さ
れ
た
 超
感
 ㌍
Ⅲ
㎡
 力
 0
 表
・
・
Ⅲ
 

は
 、
あ
く
ま
で
も
生
活
営
為
と
経
済
を
固
定
さ
せ
、
 

か
 つ
 停
滞
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ぬ
 る
 
「
呪
術
の
 園
 」
は
そ
こ
に
成
立
す
 

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
 ェ
 ク
ス
タ
ー
ゼ
 
と
 オ
ル
ギ
ー
 
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
ん
に
同
じ
類
型
の
二
つ
の
 カ
テ
 コ
リ
ー
と
い
っ
た
も
の
 

 
 

で
は
な
く
、
実
は
 ヱ
 ク
ス
タ
ー
ゼ
と
は
、
職
業
的
呪
術
 

 
 

り
 、
こ
の
 
ヱ
 ク
ス
タ
ー
 

ゼ
 現
象
を
生
ぜ
し
め
る
社
会
的
形
式
が
す
な
わ
ち
オ
ル
ギ
 ｜
 な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
呪
術
師
に
と
っ
て
エ
ク
ス
 タ
ー
ゼ
と
は
、
 
蕪
 破
も
 

し
く
は
陶
酔
の
現
象
を
激
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

救
 済
も
し
く
は
自
己
神
化
の
の
乙
の
（
 づ
の
ゐ
 
0
 （
 苫
月
 を
得
モ
手
 段
 で
あ
り
、
す
べ
て
の
 

組
織
的
な
社
会
的
抑
制
装
置
を
突
破
す
る
手
段
で
あ
る
。
 し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
状
態
を
生
み
だ
す
社
主
的
形
 

  



お
 
続
的
保
持
の
方
向
で
あ
り
、
他
が
、
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
 

以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
発
展
を
み
た
よ
う
に
、
超
越
 

神
の
要
求
す
る
宗
教
的
 

諸
特
性
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
 

の
後
考
の
救
 

捧
 
方
法
論
は
、
も
は
や
神
を
「
占
有
㏄
の
の
 

～
（
 

z
 
」
し
ょ
う
と
は
せ
ず
 

に
 
、
ひ
た
す
ら
神
の
「
道
具
」
た
ら
ん
と
す
る
努
力
（
 

カ
 
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
）
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
前
者
の
救
 

胚
 
方
法
論
が
神
的
な
 

 
 

 
 

 
 

な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
 

そ
の
諸
手
段
が
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
と
り
わ
け
自
己
 

神
化
の
方
法
論
と
な
る
 

傾
向
を
ま
す
ま
す
強
く
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
 

こ
と
 そ
れ
が
問
題
の
中
心
 

占
 
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
か
つ
て
、
 

ヨ
ー
ロ
 

ツ
 

パ
の
 

ロ
ー
マ
教
会
と
中
国
の
儒
教
は
知
識
人
的
エ
ク
ス
タ
 

｜
ゼ
を
 

徹
底
的
に
抑
圧
し
、
あ
る
い
は
ま
た
中
世
キ
 

リ
 
ス
ト
教
は
、
か
か
る
 

ェ
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法
 

か
る
救
済
財
を
占
有
し
で
、
高
度
に
精
微
な
「
 業
村
 a
r
 
m
a
.
 輪
廻
 
き
 七
組
 q
p
 
」
の
思
想
を
生
み
だ
し
た
の
に
た
 い
し
、
大
衆
 層
 は
も
っ
の
 

  

 
 

 
 

術
 

ぱ
ら
呪
術
的
な
カ
ー
ス
ト
・
タ
ブ
ー
の
う
ち
に
放
置
 さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
貴
族
的
な
主
知
主
義
と
 大
衆
の
宗
教
意
識
の
あ
い
だ
 

 
  

 

呪
 

に
は
、
基
本
的
に
は
ア
ジ
ア
に
独
自
の
あ
の
避
け
が
 た
い
「
裂
け
目
」
が
生
じ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
 

（
あ
る
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
 
こ
 

き
を
秘
的
 睨
想
 
（
 ク
ノ
 @
 シ
ス
の
 コ
 0
 の
 
ド
 
の
）
と
は
 徹
 

 
 

の
 貴
族
的
な
知
識
人
屑
は
か
 

申
、
 

ク
ス
タ
シ
ス
の
発
動
を
、
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
 ス
 の
半
ば
性
愛
 的
な
神
秘
主
義
、
熱
烈
な
聖
母
崇
拝
、
対
抗
宗
教
改
革
 の
 静
寂
主
義
、
ツ
ィ
ン
 

（
 
4
 
l
 
ユ
 
）
 

ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
情
緒
的
敬
虔
主
義
の
諸
形
態
に
ま
で
 醇
 化
 昇
華
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
に
お
け
る
大
乗
 仏
 教
や
新
興
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
 

数
 に
お
け
る
諸
セ
ク
ト
の
宗
教
意
識
は
・
そ
れ
と
は
 全
 く
対
遮
 的
に
、
古
代
ヴ
ェ
ー
ダ
時
代
の
胱
 惚
 追
約
ソ
ー
マ
 
祭
祀
か
ら
ク
リ
シ
ュ
ナ
 

崇
拝
の
秘
密
性
愛
的
オ
ル
ギ
ー
に
い
た
る
呪
術
的
信
仰
 形
式
に
強
く
影
響
さ
れ
、
こ
の
よ
う
な
呪
術
の
諸
形
式
は
 、
そ
の
後
近
代
に
い
た
 

る
ま
で
一
貫
し
て
保
持
さ
れ
、
不
死
身
の
息
を
吹
き
っ
 づ
 け
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ば
 、
こ
の
こ
と
の
歴
史
的
 

に
 重
要
な
帰
結
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
宗
教
信
仰
は
、
日
常
 的
 生
活
態
度
の
方
法
論
の
創
造
に
か
ん
し
て
、
ネ
ガ
テ
 イ
 ヴ
な
意
義
し
か
も
た
 

（
 
S
 
l
 ）
 

な
か
っ
た
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 

以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
、
本
節
日
目
頭
に
の
べ
た
「
主
知
 

主
義
」
お
よ
び
「
 救
 極
論
」
な
る
概
念
が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
 の
 宗
教
社
会
学
の
休
 

系
 の
な
か
で
、
い
か
な
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
 か
の
 見
 透
し
が
あ
る
程
度
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
 思
 う
 。
し
た
が
っ
て
次
に
 

問
題
な
の
は
、
イ
ン
ド
の
古
代
仏
教
に
お
い
て
最
高
度
 に
 完
備
し
た
と
こ
ろ
の
「
貴
族
的
な
主
知
主
義
的
 救
 極
論
 」
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
 

に
よ
る
家
産
官
僚
制
国
友
の
完
成
を
契
機
に
し
て
、
「
 平
民
的
な
」
イ
ン
ド
的
 救
 極
論
を
開
始
さ
せ
た
と
い
う
論
 旨
の
内
容
で
あ
る
。
 
そ
 

し
て
と
く
に
こ
こ
で
は
、
「
平
民
的
 づ
 ）
の
 
サ
ゑ
ト
 
の
の
す
」
 
な
 る
も
の
の
内
容
が
重
要
で
あ
る
。
 

そ
も
そ
も
、
イ
ン
ド
の
主
知
主
義
的
な
正
統
的
 救
 極
論
 
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
主
義
）
や
異
端
的
 
救
 極
論
（
仏
教
や
ジ
ャ
 イ
ブ
教
 ）
な
ど
の
 
教
 

義
や
成
果
を
 れ
接
性
 に
に
あ
す
か
り
知
ら
な
か
っ
た
 か
 市
民
屑
や
農
民
居
 は
 、
 梵
串
ド
 ）
）
日
当
と
の
合
一
と
か
 
浬
 %
 
安
安
目
 中
ゅ
 の
ご
と
 



い
た
。
ま
た
 

の
宗
教
的
欲
 

な
か
っ
た
の
 

も
し
く
は
 
胚
 

「
一
コ
 の
怖
 

そ
も
そ
も
 

ら
 現
甜
と
現
 

毛
凹
 （
 
由
り
ゴ
 
c
 の
 

ど
も
、
た
と
 

「
世
俗
 

（
般
若
、
 空
 ）
は
一
面
で
 は
 哲
学
的
貴
族
的
グ
ノ
ー
シ
ス
を
志
向
し
っ
 っ
 も
、
他
面
 で
は
民
衆
 

 
 

 
 

求
 に
即
応
し
て
、
救
世
主
と
し
て
の
苦
汁
 し
 。
 住
ゴ
ハ
 

の
 
ゅ
 （
か
せ
 

の
や
未
来
 仏
 た
る
弥
勒
目
の
戸
叶
～
の
馬
の
理
念
を
構
想
 
せ
 ざ
る
を
え
 

-
 
め
 @
 

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
瞑
想
と
知
識
を
重
要
視
す
る
竜
樹
 や
世
親
の
唯
心
論
の
な
か
に
も
、
真
言
と
タ
ン
 

マ
，
 
@
 ・
 
@
 

 
 

 
 

胎
し
 、
同
時
に
偶
像
崇
拝
、
聖
者
崇
拝
、
 

呪
的
 祈
祷
 形
 式
な
ど
の
流
入
と
あ
い
ま
っ
て
、
つ
い
に
大
乗
仏
教
は
 、
 全
世
界
を
 

@
 
㏄
 -
 

ら
し
い
呪
術
的
な
魔
の
園
」
へ
と
変
貌
さ
せ
る
 ィ
デ
オ
 
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 

ア
ジ
ア
の
 主
的
 主
義
的
敬
体
論
の
特
質
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
 に
よ
っ
て
各
所
に
し
ば
し
ば
 ふ
 れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
   

世
的
 行
動
を
財
 祝
 し
、
ひ
た
す
ら
「
空
ぃ
 司
 コ
 % 
」
と
し
 て
 体
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
世
俗
の
背
後
に
あ
る
 
王
 
国
ま
 -
 
）
（
の
 

ハ
 

@
.
,
 

2
 ）
 

オ
 0
 目
 ゴ
 」
を
希
求
す
る
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
 

 
 

念
 と
い
え
 

え
ば
右
に
の
べ
た
ご
と
き
大
乗
仏
教
の
呪
術
退
行
化
の
 作
用
に
よ
っ
て
深
々
と
浸
蝕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
 ち
 こ
こ
で
 

の
 背
後
に
あ
る
王
国
こ
と
は
、
最
高
の
救
済
を
求
め
る
者
 が
 、
究
極
の
存
在
た
る
「
渋
し
 V
-
 

め
 「
 日
旦
 
と
の
神
秘
的
 合
一
を
と
 

 
 

 
 

無
 律
法
主
義
）
な
ど
が
、
そ
の
歴
史
的
帰
結
で
あ
り
、
 こ
 

れ
は
や
が
て
教
団
の
分
裂
し
た
が
っ
て
そ
の
多
一
 
系
 
的
な
発
展
 
@
 を
 導
 

-
 
穏
 ）
 

そ
 ）
、
そ
こ
に
は
主
と
し
て
知
識
人
の
側
か
ら
俗
人
屈
 め
 「
 魂
 ，
一
の
獲
得
を
め
ざ
す
幾
多
の
教
理
的
架
橋
の
試
み
 
が
な
さ
れ
た
。
と
同
時
 

に
 、
大
衆
の
切
実
な
情
緒
的
欲
求
は
、
そ
の
敬
体
 論
的
諸
 手
段
の
新
た
な
展
開
を
う
な
が
し
、
か
く
し
て
大
衆
 宗
 我
意
識
と
貴
族
的
主
知
 

主
義
の
相
互
的
な
浸
透
，
交
錯
の
現
象
が
托
生
し
た
の
 で
あ
る
。
イ
ン
ド
的
 救
弗
而
レ
抗
 
。
有
の
平
民
的
な
信
仰
 欲
 
 
 

実
に
こ
の
よ
う
 ム
は
托
コ
 
を
背
 長
 だ
し
し
て
い
た
の
で
あ
れ
 
,
 
、
 そ
の
き
わ
め
て
情
緒
的
な
大
衆
宗
典
セ
ロ
 

ボ
 Ⅱ
に
、
主
知
 立
 朋
的
救
肛
荷
 一
般
に
み
 

ら
れ
る
「
合
理
的
」
性
格
と
は
 
対
ル
 的
に
、
粗
野
な
形
態
 た
モ
と
荘
紋
 さ
れ
た
形
態
た
る
を
と
れ
ず
徹
底
し
た
「
 
呪
 術
 」
の
同
時
と
「
救
世
主
」
 

@
 …
 ，
 
t
 

の
 崇
拝
、
お
よ
び
そ
の
 

，
 
。
 

雨
ポ
 
，
 
Ⅱ
の
混
合
形
態
を
 

@
 
 -
7
-
@
 
 

、
 、
 多
・
彩
に
 
展
 間
 せ
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
 

た
と
え
ば
仏
教
の
場
合
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
結
集
に
 お
け
ら
 ヴ
ア
 ッ
ジ
 ー
 族
の
「
 十
 事
の
非
法
」
、
お
よ
び
 大
 天
の
「
五
事
」
（
 @
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註
 （

ー
）
 0
 ン
ド
オ
け
い
牛
ロ
・
の
 い
印
 
P
i
 り
り
肚
 
（
 巴
田
 
・
山
折
・
 日
 隈
 共
訳
㍉
ア
ジ
ア
宗
教
の
基
本
的
性
格
 円
七
 @
 
一
二
頁
）
。
 

（
 
2
 ）
大
町
久
雄
「
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
お
け
る
 
宗
牡
 礼
金
 芋
ヒ
埋
 曲
 社
会
学
の
相
関
」
 
谷
 思
想
 卜
 
一
九
六
三
年
一
 
0
 万
号
）
、
と
く
 に
一
 0
 頁
 以
下
参
照
。
 

（
 
3
 ）
 
世
旦
 虹
二
心
印
 
訳
弓
 交
配
 め
 社
会
学
」
 
t
n
u
 

、
 三
 0
 三
頁
 以
 下
 l
O
 

（
 
4
 」
た
と
え
ば
毛
に
の
・
目
木
 ぃ
毛
 （
色
目
 デ
田
い
 ㏄
 0
l
 の
 つ
 口
先
 明
 記
 
㍉
上
掲
重
用
 
ヒ
 、
二
四
四
 
@
 四
六
頁
 U
 。
 

（
 
5
 ）
折
原
話
「
Ⅱ
三
の
目
㊥
 汗
 （
 
E
p
 

二
の
 

3
%
 

と
技
い
 ま
。
 
コ
ド
 
二
の
 
@
 
の
（
Ⅰ
 

コ
 ㏄
 
」
（
大
塚
久
雄
編
 
ヨ
 マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
 L
 所
収
）
 、
一
 一
四
三
 @
 七
三
頁
。
 

（
 
6
 ）
旧
約
的
・
ユ
ダ
ヤ
 
的
 神
韻
の
基
調
 は
、
 神
の
創
造
的
 店
 助
 に
あ
り
、
こ
の
創
造
神
の
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
独
自
の
創
造
 神
 詰
が
 生
み
出
さ
れ
た
。
 

こ
れ
に
た
い
し
、
新
約
的
・
原
始
キ
リ
ス
ト
教
的
 神
観
 の
 睦
調
 は
、
 右
の
神
に
よ
る
「
創
造
活
動
」
 

セ
 前
提
と
し
つ
つ
も
、
 

む
 し
ろ
「
 父
 な
る
 神
 」
 

か
そ
の
「
御
子
」
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
命
を
十
字
架
上
に
 さ
さ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
を
は
た
す
、
そ
の
 績
 異
性
に
あ
 
る
 0
 カ
ト
リ
ッ
ク
 

神
字
で
い
う
・
 技
 捧
読
 
の
 。
荏
の
「
ざ
ざ
雙
の
は
、
こ
の
後
者
の
演
い
を
 
根
仲
 と
す
 与
沖
朋
 お
よ
び
救
済
神
話
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
 さ
れ
た
の
で
あ
 

る
 。
 有
 ㌍
 輯
 六
円
円
キ
リ
ス
ト
教
忠
恕
に
お
け
る
存
在
論
の
問
 題
号
 
創
 支
社
、
二
八
二
 
l
 歳
 一
 
0
 四
頁
参
照
。
 

（
 
7
 ）
以
下
の
号
述
は
主
と
し
て
 
甘
ゴ
の
 ：
 
n
 
本
る
・
 ミ
 ・
 ゆ
の
 再
 二
の
由
 コ
の
絹
コ
巨
毛
は
ヰ
 
の
 ぺ
 の
 0
 ヴ
 +
-
 

Ⅰ
（
 
@
 ㌫
 ト
 0
.
 

し
目
Ⅱ
 

ニ
 ：
の
年
コ
 

窩
毛
の
 
拍
 ㏄
㌍
 ソ
卸
 @
 
す
 Ⅰ
Ⅱ
 @
 
コ
 曲
目
 
な
 

の
亡
 
（
日
の
Ⅰ
の
 
汀
 二
 %
 ト
ヰ
 
す
 （
 C
 コ
 %
U
 

中
㏄
 

つ
ト
 
1
@
 
㏄
㏄
 
つ
 に
よ
る
。
 

（
 
8
 ）
 
世
 良
品
志
 
甲
訳
司
 交
配
の
社
会
学
 ヒ
 Ⅱ
 、
五
 四
一
 f
 二
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
 

國
 を
も
た
ら
す
人
が
救
 出
生
 
由
 の
ぎ
 
ぃ
コ
 
Ⅰ
で
 旺
り
 、
ま
た
 

法
 

宝
生
そ
れ
自
体
 が
 、
こ
の
よ
う
な
完
全
な
状
態
を
も
た
ら
す
 呪
 力
 を
も
 托
吐
 す
る
り
片
肌
井
る
。
 

 
 

4
8
5
)
 

 
 

（
 
9
 ）
 
韻
あ
 ・
・
の
・
 

き
 ㏄
（
英
明
課
コ
 上
 拒
ま
目
し
、
二
七
一
頁
」
。
 

 
 

 
 

（
 
騰
 ）
安
藤
夫
 治
 
コ
マ
ッ
ク
ス
・
 ウ
，
｜
 
バ
 ー
 研
究
㌧
未
来
社
 、
二
四
三
 
l
 
四
頁
。
 目
 こ
の
：
 
H
 。
 け
の
 ）
の
 ハ
 英
明
課
コ
七
冠
 圭
 目
 
L
 、
二
八
三
一
員
 U
 。
 

 
 

 
 

（
Ⅱ
）
折
原
Ⅲ
「
前
掲
論
文
」
、
二
四
八
頁
以
下
を
参
照
。
 

よ
び
そ
の
両
舌
の
緊
張
関
係
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
 十
 全
 に
展
開
さ
れ
る
べ
き
，
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 

逃
避
的
 は
 知
識
人
の
「
法
悦
の
の
 目
 ㎎
 ガ
 文
二
の
王
国
と
 俗
人
届
の
粗
野
な
「
魔
術
の
花
園
」
と
の
あ
い
だ
の
交
錯
 
移
行
現
象
の
所
相
 お
 

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
王
国
で
あ
る
と
同
時
に
 、
 
「
神
を
み
だ
り
、
保
持
し
た
り
、
神
が
の
り
移
っ
た
り
、
 
神
に
惹
か
れ
て
い
る
、
 

 
 

て
 ウ
ェ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
、
イ
ン
ド
の
 救
 極
論
の
問
題
 は
 、
こ
の
い
わ
ば
現
世
 



覚
 の
う
え
で
は
あ
れ
、
首
尾
一
貫
せ
る
「
魔
術
の
園
」
と
 し
て
停
滞
し
か
つ
骨
化
せ
る
と
こ
ろ
の
、
変
化
は
あ
れ
 ど
も
根
底
的
な
る
変
革
 

な
き
社
会
（
な
い
し
歴
史
）
と
し
て
、
理
念
的
に
構
成
 さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 

  

い 、 が て 
ドい 像 う散 宗 かさでの 
は こ の ら り き 、 

、 と 諸 で と る 筆 

た で 形 あ て で 者 
と あ 態 る そ あ な 

定 頭 旦 りの走 え限 る 0 を徹 れが、 か ろ う 

さ   広 。 り 

  尾 

た方 

そ 書き 範か ここ 

  つ に 的 
法   参 木 概 
的 

  
彩 さ 括 

白日 な れ を 

  

頁   

と   
そ の そ 布 概 え 以 
の 相 の を 括 る 上 

二関一みその " の " せので をも 

こ も ウ る も あ っ 

う と ェ 「 の る て 

" ム して に " バ想 l 思はが " "  9 、 よ / Ⅹ 

    
理 
的 と 宗 究 ェぐ 0 １ 」 研 もち ろ しから ノ ー お 

に い 教 の ん ば l 
も う 社 現 無 わ に れ 
具 こ 会 状 色 れ よ   
も 呪 法 て 
に 構桁 脱 刀 と いのは " 客そ 「 " ジ （ ア @- Ⅰ 

築 化 他 一 敏 こ と 

さ の 別 定 性 か り   
た 産 で 問 を い け 
と 過 級 頴 保 か 々 

こ 程 留 住 持 な ン 

ろ と な を し る ド 

の し 突 堤 う 意 ） 
ウ て 証 起 る 味 宗 

研 し も を 教 エ，｜ 究 なのく 社 会め ｜ 「 追求 ｜ ま、 いは では みと 柵 
の し 々 ず な る に 
イ た ン は い こ つ 
ン と ド な が と     
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ハ
 後
記
本
稿
は
も
と
、
池
田
目
隈
共
訳
 同
 ア
ジ
ア
宗
教
の
基
本
的
性
格
 ヒ
 、
 勤
 草
書
房
刊
（
「
め
小
数
 社
会
学
論
集
 ヒ
 

第
二
巻
第
三
章
、
「
ア
ジ
ア
の
宗
派
信
仰
と
救
世
主
信
仰
 し
 @
 
の
 の
ゑ
 
㏄
 ヰ
ガ
 
の
 オ
 の
の
の
方
 
こ
 
の
 コ
 1
 目
口
耳
 宙
 の
二
曲
二
色
の
 

ハ
 
の
 毘
的
 
@
0
 
往
 ③
二
の
全
訳
）
 
、
 

の
 
「
解
説
」
と
し
て
書
か
れ
た
が
、
や
む
を
え
な
い
事
情
 に
よ
っ
て
同
訳
書
巻
末
に
ほ
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
か
ん
 す
る
注
記
的
 断
 

片
を
付
す
に
と
ど
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
つ
て
の
「
 僻
説
」
を
「
論
文
」
の
装
い
に
変
え
た
本
稿
と
と
も
に
、
 右
の
注
記
的
断
り
 

  

片
 
（
「
狂
躁
 
と
胱
惚
は
 
つ
い
て
」
）
を
も
ご
参
照
い
た
だ
 
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
な
お
本
稿
で
使
用
し
て
い
る
訳
語
 に
は
、
右
の
訳
（
 

 
 

 
 

九
六
九
・
一
一
・
一
 

書
 の
そ
れ
と
異
な
る
部
分
の
あ
る
こ
と
を
、
お
こ
と
わ
 り
し
て
お
き
た
い
。
 u
 

  さ
 

が
ィ
 

っ
 0
 

し
、
 

 
  

 

世
界
 

、
 つ
 

そ
こ
 

の
「
 

は
質
 

諸
過
 

 
 

て
わ
れ
わ
れ
は
、
右
の
二
点
の
う
ち
 バ
 そ
の
 
一
 u
 に
 示
 さ
れ
た
問
題
視
角
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
広
義
狭
義
の
仏
 教
学
研
究
を
ふ
く
 

ン
ド
古
典
研
究
の
文
献
学
的
・
精
神
史
的
記
述
低
い
し
 叙
 述
 に
お
け
る
偏
向
と
独
善
を
、
客
観
的
に
 匿
 す
こ
と
が
 
で
き
る
で
あ
ろ
 

こ
れ
ま
で
の
科
学
と
し
て
の
「
宗
教
学
」
が
、
か
つ
て
の
 形
而
上
学
と
し
て
の
「
宗
教
哲
学
 
1
 
一
の
偏
向
と
独
善
 
を
 、
客
観
的
に
 匡
 

現
に
 匡
 そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
 

が
わ
れ
わ
れ
は
 バ
 そ
の
一
口
に
示
さ
れ
た
問
題
視
角
に
 み
 ち
び
か
れ
て
、
イ
ン
ド
の
諸
宗
教
お
よ
び
社
会
的
現
実
 が
 非
合
理
的
停
滞
 

の
 根
基
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
観
点
に
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
 と
と
も
に
た
だ
 壮
然
 と
立
ち
す
く
か
わ
け
に
は
い
か
な
 ぃ
 。
な
ぜ
な
ら
、
 

て
そ
の
「
儒
教
と
道
教
」
論
に
お
い
て
、
「
太
平
天
国
の
乱
 

」
に
ふ
れ
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
 、
 彼
ら
太
平
天
国
派
が
勝
 利
 を
え
た
と
き
、
 

か
ら
い
か
な
る
発
展
の
経
路
が
と
ら
れ
る
か
、
容
易
に
は
 論
断
し
が
た
い
、
と
微
妙
な
予
感
を
書
き
残
し
た
の
で
 あ
る
が
、
そ
の
 
ご
 

中
国
革
命
」
の
実
現
は
、
こ
の
 子
 硅
の
正
当
性
を
見
事
 に
 立
証
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
ま
 た
 、
こ
れ
と
結
局
 

を
 同
じ
く
す
る
と
こ
ろ
の
「
社
会
発
展
の
経
路
」
を
 、
ィ
 ン
ド
 の
「
 セ
ポ
イ
 の
 乱
 」
お
よ
び
そ
れ
以
後
の
イ
ン
ド
 民
族
独
立
運
動
の
 

程
 の
な
か
に
、
た
め
ら
わ
ず
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
 か
ら
で
あ
る
。
 

く
て
現
在
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
ア
ジ
ア
宗
教
社
会
論
を
検
 訂
 す
る
こ
と
に
は
、
す
く
な
く
と
も
二
重
の
意
義
が
定
在
 す
る
の
で
あ
る
。
 



い
え
る
。
 

イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
如
来
蔵
阿
頼
耶
識
な
 ど
の
思
想
を
考
え
る
場
合
、
そ
こ
に
は
菩
提
心
が
関
係
し
 て
い
る
と
知
ら
ね
ば
 

説
 

な
ら
な
い
。
ま
た
、
空
と
悲
、
す
な
わ
ち
智
慧
と
方
 便
 の
問
題
に
お
い
て
は
、
 
菩
捉
 心
の
媒
介
を
え
て
検
討
 さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

 
 

提
 心
の
唱
道
が
そ
の
一
つ
の
 

 
 

 
 

ロ
捉
心
 、
す
な
わ
ち
無
上
正
等
覚
へ
の
発
心
を
極
め
て
 カ
 調
 ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
 

（
 
2
 ）
 

*
@
 

 
 ぉ

ま
 、
大
乗
仏
教
、
と
く
に
般
若
経
卸
の
経
典
に
お
い
 て
で
あ
る
と
 
い
 え
よ
 う
 。
部
派
仏
教
に
お
い
て
も
無
上
 五
等
覚
へ
の
発
心
を
説
い
て
の
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

%
 
 
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
発
心
す
る
者
に
対
す
る
 制
約
が
あ
り
、
 
誰
 れ
で
も
が
無
上
正
等
覚
を
求
め
る
こ
 と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
よ
 

 
 

般
 

う
で
あ
る
。
そ
れ
を
大
乗
仏
教
は
す
べ
て
の
人
の
無
 土
工
等
覚
と
し
て
、
 
発
 無
上
正
等
覚
 心
 
の
一
般
化
を
唱
 

O
O
O
 

適
 し
た
点
に
大
乗
の
特
色
が
 
 
 

 
 

大
乗
仏
教
の
思
想
の
底
流
に
は
、
必
ず
苦
㌍
心
の
思
想
 が
あ
る
と
舌
口
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
菩
提
心
は
あ
ら
ゆ
る
 
教
 え
の
根
源
で
あ
り
、
 

あ
ら
ゆ
る
菩
薩
行
の
根
本
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
如
来
を
 出
生
し
た
種
子
で
あ
り
、
ま
た
一
切
有
情
を
焼
益
す
る
 甘
 露
 水
の
源
泉
で
あ
る
と
 

ま
え
が
き
 

般
若
経
に
お
け
る
菩
提
心
 説
 

田
 

上 

太 

秀
 



初
学
者
の
発
心
の
心
の
あ
り
方
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
し
 て
 最
後
に
 ヰ
 衆
生
済
度
の
方
法
」
に
お
い
て
、
自
利
利
他
 

  

さ
ら
に
空
の
思
想
が
衆
生
済
度
に
お
い
て
い
か
に
説
か
 れ
て
い
る
か
、
す
な
わ
ち
空
は
悲
に
い
か
に
転
回
す
る
か
 の
 
一
端
を
考
究
す
る
。
 

以
上
、
本
論
文
の
と
り
あ
っ
 か
ぅ
 論
点
を
記
し
た
が
、
 
残
 さ
れ
た
問
題
に
、
授
記
と
発
心
、
「
八
千
 頗
 般
若
」
に
 
あ
る
諸
衆
生
心
と
発
 

心
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
菩
提
心
の
三
旬
日
 籍
 心
の
源
流
を
「
十
方
 頚
 般
若
」
に
求
め
た
こ
と
な
ど
が
 あ
る
が
、
後
の
機
会
に
 

発
表
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

註
 （

 
1
 ）
大
乗
仏
教
と
小
乗
仏
教
と
の
相
違
と
し
て
あ
げ
る
内
容
 
ほ
 つ
い
て
は
、
早
者
に
よ
っ
て
 
興
 る
の
で
、
こ
れ
に
関
 
税
 す
る
 参
 孝
文
献
を
あ
げ
よ
う
。
 

宮
本
正
尊
コ
大
乗
と
小
乗
 L
 七
 O
 五
頁
以
下
。
山
田
籠
城
 コ
大
 乗
 仏
教
成
立
論
序
説
 L
 三
一
七
ー
三
五
六
頁
。
水
野
弘
元
「
大
乗
 

経
典
の
性
格
」
 

（
宮
本
正
尊
 編
 
日
大
乗
仏
教
の
成
立
史
的
研
究
 
L
 二
六
二
頁
）
。
 

之
 ・
 し （
 
@
 
（
 
n
@
 ト
 の
 
（
 
u
u
 

の
り
 
抜
 0
 （
 才
 （
 
い
 す
り
一
）
 

@
-
m
 

一
コ
 

D
@
 
㏄
 c
 
）
 
@
u
@
p
 

～
臣
の
（
）
）
 

D
@
 

（
 
@
@
 

レ
 @
 
打
オ
 巴
ぃ
目
 
0
 コ
 つ
 
っ
目
 @
 
目
ド
せ
叫
コ
ぃ
 

。
Ⅰ
。
二
ロ
。
 

コ
 。
で
・
 
り
ト
 
・
の
 ギ
 の
・
い
目
。
 
キ
 小
円
 

ぎ
 年
三
㏄
 

ヨ
ド
コ
巨
 

い
 Ⅰ
 
巨
宙
巨
の
ヨ
 
，
 4
0
-
.
 

目
 ・
Ⅰ
 0
 コ
年
。
 

ヌ
つ
 
）
 
む
 

（
 
2
 ）
 ア
 ・
 し三
 （
一
子
 ぎ
 

（
 
3
 ）
拙
稿
「
菩
提
心
と
了
知
 
心
は
 つ
い
て
」
印
仏
所
十
七
の
 

一
 、
昭
四
三
。
本
稿
で
は
紙
数
制
限
の
た
め
内
容
を
割
愛
し
て
 い
る
 0
 未
完
で
あ
る
。
 

西
 義
雄
 博
 七
は
同
氏
 編
 
同
大
乗
菩
薩
道
の
研
究
 
目
 六
八
の
七
一
 
頁
 に
お
い
て
 発
 菩
提
し
を
重
視
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
述
べ
て
 お
ら
れ
る
。
 

（
 
4
 ）
般
若
経
と
華
厳
経
と
の
発
心
の
異
名
に
つ
い
て
は
、
 
拙
 稿
 
「
華
厳
経
に
お
け
る
菩
提
心
の
研
究
」
 

駒
 大
紀
要
二
八
号
、
 

昭
 四
五
、
八
八
頁
以
下
 

@
4
 
）
 

「
菩
提
心
の
異
名
」
で
は
菩
提
心
の
意
味
と
特
殊
性
に
つ
 
い
 て
、
「
初
学
者
の
実
践
二
で
は
発
心
の
因
縁
・
般
若
 

波
 羅
 賓
実
践
の
意
味
、
 

つ
 。
 

 
 

 
 

本
論
文
で
は
、
既
述
の
事
柄
と
の
関
連
上
、
部
 派
 以
前
 に
お
け
る
発
心
の
思
想
と
の
比
較
、
さ
ら
に
般
若
経
の
発
 心
の
特
殊
性
を
そ
の
ひ
 

思
想
の
発
展
・
展
開
に
ふ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
 

い
 ま
は
こ
れ
に
ふ
れ
ず
、
所
説
の
一
端
を
紹
介
す
る
に
止
め
 る
 。
 

@
3
J
 

）
 

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
唱
道
の
筆
頭
に
立
つ
 般
 若
 経
に
お
い
て
、
い
か
に
菩
提
心
を
説
述
し
た
の
か
考
察
 し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
  

  
 



経
 

不
可
傾
動
 心
 

不
動
 心
 

リ
 ガ
旭
日
 つ
せ
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 l
C
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田
 
帥
 

若
 

般
 

利
益
安
楽
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す
ぎ
が
 
l
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 仁
オ
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㏄
 l
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耳
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利
益
安
楽
 心
 

 
 

目
ら
 曲
 Ⅱ
㏄
ー
 0
 ぎ
 日
の
 

 
 

 
 

 
 

 
 

す る菩提心読 
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せ o ㏄ 荒 径 は さ 無 い ヒ て 品 
し 記拙参 、 稿照 

本 「 せ 

り ）       
つい 

  
頒 般 の 求 と な 考 ， L 、     

四 度 の心情五種 」と 以 L 若経 異名と めよ う は金剛 ぜ摩 河 えるこ 十衆 四 生 

下 谷 い と 愉 薩 と を l む 年 と 

峰 入 え 努 心 （ が 開 （   
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保 動 と @c  五 名 註 て   記 口 」 
持 心 呼 こ 種 ） 
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し と な け 溢 る 種 が 
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五 内 五 る で 

こ お   つ 客 種 と も 
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る
 。
無
上
正
等
覚
へ
の
発
心
は
自
己
完
成
の
欲
望
の
表
 現
 で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
だ
け
の
実
践
上
の
欲
望
で
は
な
 い
 。
す
べ
て
の
有
情
が
 

類
の
救
済
に
努
力
す
べ
き
と
い
う
。
本
給
衆
生
（
 %
 安
 a
 
の
 
㏄
 痒
づ
ゆ
 
で
の
ユ
ヰ
 

目
囲
 
㏄
㏄
）
 
の
 実
践
を
す
る
人
間
を
こ
こ
で
は
自
己
完
成
の
目
標
と
す
 
す
 

と
な
り
、
漢
訳
は
各
々
訳
出
が
何
 %
 す
る
が
意
味
は
同
 じ
で
あ
る
。
以
下
各
々
に
つ
い
て
所
説
を
見
る
こ
と
に
し
  
 

  

経
典
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
説
く
。
菩
薩
が
将
来
さ
と
り
 を
ぅ
 る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
決
定
し
て
い
る
人
達
の
申
で
 偉
 人
と
な
り
、
生
類
 聚
 

（
 
l
l
 

）
 

中
で
 
コ
 上
首
」
（
 轟
 r
a
 
（
 
囲
 ）
と
な
る
た
め
に
は
「
金
剛
 右
 に
も
似
た
心
」
 
父
ど
ふ
 尽
ヨ
 ギ
よ
 （
（
㏄
）
を
起
さ
な
け
 れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
 

で
は
そ
の
心
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
所
説
内
容
 を
 三
点
に
絞
っ
て
考
え
よ
う
。
 

㈲
 不
捨
 衆
生
の
実
践
 

 
 

我
応
 三
老
 捨
 三
一
切
所
有
 づ
我
 心
王
 当
等
 二
心
 於
 
一
切
衆
生
づ
 我
 府
下
老
成
 三
 二
乗
 -
 
度
脱
 三
 一
切
衆
生
り
 令
レ
 人
中
無
余
 淫
薬
㏄
 我
 慶
三
切
 衆
 

圭
 -
 
己
。
 無
 。
高
下
乃
至
一
人
入
ニ
程
葉
者
 ぬ
 

ヨ
一
万
五
千
 頚
 L
 で
は
 

私
は
生
死
流
転
の
中
で
か
ぶ
と
を
冠
り
、
す
べ
て
の
 有
 情
を
決
し
て
 捨
 離
す
る
こ
と
の
な
い
人
間
と
な
る
べ
き
で
 あ
る
。
私
は
す
べ
て
 

の
 有
情
の
面
前
で
平
等
の
心
を
起
す
べ
き
で
あ
る
。
三
乗
 に
よ
っ
て
す
べ
て
の
有
情
を
け
が
れ
の
な
い
解
脱
に
 導
 く
べ
き
で
あ
る
。
 
け
 

@
3
3
3
 

）
 

が
れ
の
な
い
解
脱
へ
 
埠
 く
と
き
、
一
人
と
し
て
そ
の
 解
 脱
へ
 導
か
れ
な
か
っ
た
人
は
な
い
。
 

と
あ
る
。
漢
訳
は
梵
文
と
多
少
 呉
 る
が
、
大
意
は
同
じ
 で
あ
る
。
す
べ
て
の
生
類
を
見
捨
て
る
こ
と
が
な
く
、
 

必
 ず
つ
ね
に
注
目
し
て
 生
 

  

年
ず
 ㏄
Ⅱ
 
ヨ
ゅ
 Ⅰ
 卸
ゆ
の
 
１
年
 
す
笘
 
Ⅱ
 ハ
づ
 
㏄
Ⅱ
㏄
 
丑
麓
｜
 

受
法
楽
法
政
法
喜
 法
 

欲
 法
楽
法
喜
 法
 

 
 

宙
 す
が
目
コ
 
ゆ
 Ⅱ
ゆ
目
㏄
ヰ
岡
 

1
 Ⅱ
 0
 ㎎
 曲
 ～
（
）
㏄
 

コ
 け
ヒ
口
オ
円
が
田
 

曲
 

 
 

 
 

（
大
正
八
・
二
四
三
 中
｜
 二
四
四
 中
 ）
（
大
正
五
・
二
六
 三
車
 ｜
 二
六
四
Ⅱ
）
 

 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

薩
婆
 右
心
 -
 有
性
 ハ
 波
羅
蜜
多
㏄
 
我
 店
下
呂
半
工
智
慧
 
-
 丁
 申
 
達
一
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

は
 不
生
不
滅
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
一
切
智
応
に
 よ
っ
て
六
波
羅
蜜
を
実
践
す
（
  

  
 

般
 

べ
き
で
、
こ
れ
が
一
切
処
に
お
け
る
一
切
法
の
洞
察
 に
 通
ず
る
と
教
え
る
。
こ
の
不
生
で
あ
る
一
切
の
も
の
 を
 了
達
す
る
智
慧
を
学
ぶ
た
 

セ
 
@
 
口
 

 
 

「
大
口
㌍
所
説
 

こ
ぞ
っ
て
自
分
と
同
じ
よ
う
に
発
心
・
修
行
す
る
よ
う
に
 勧
め
。
有
情
の
可
能
性
を
実
現
さ
せ
た
い
 欲
豊
 を
も
 併
 起
す
る
こ
と
を
意
味
す
 

る
と
考
え
る
。
三
乗
に
よ
る
 救
度
 と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
 人
 間
は
自
己
完
成
の
道
を
求
め
修
行
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
 ぞ
れ
に
そ
の
道
を
成
就
 

さ
せ
て
や
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
迫
も
、
し
か
 し
な
が
ら
、
み
な
け
が
れ
の
な
い
解
脱
に
通
じ
、
そ
こ
に
 到
達
す
る
よ
う
に
教
導
 

す
る
必
要
が
あ
る
と
教
え
て
い
る
。
 

㈲
衆
生
苦
を
受
く
 

「
大
口
囲
所
説
 

我
当
下
代
二
十
万
一
切
衆
生
苦
地
獄
衆
生
苦
畜
生
衆
生
苦
 

餓
鬼
衆
生
玉
子
苦
痛
 弍
為
 三
一
一
衆
生
り
無
量
百
千
億
劫
 
代
 愛
甲
地
獄
中
昔
ぬ
刀
 

蚕
具
衆
生
人
工
無
余
淫
薬
 
づ
以
 二
足
浩
 -
 
枚
恭
二
具
衆
生
玉
 ヱ
 二
話
 勲
苦
づ
是
 衆
生
人
 ニ
 無
余
淫
楽
 -
 
己
 。
 然
 後
白
橿
 圭
ロ
 根
づ
 
無
量
百
千
億
 阿
 

（
 
4
 ）
 

僧
祇
 劫
当
 。
博
二
河
 
褥
 多
羅
三
鏡
三
菩
提
 叩
 

梵
文
は
漢
訳
と
金
司
で
あ
る
。
（
 

5
@
 
 

こ
こ
で
は
人
間
あ
る
い
 は
 人
間
以
下
の
有
情
た
ち
が
つ
け
て
い
る
苦
痛
を
代
っ
て
 自
分
が
つ
け
、
か
れ
ら
 

を
 少
し
で
も
安
楽
に
し
て
や
り
た
い
 心
 冊
を
無
上
正
筆
 覚
へ
進
越
 し
よ
う
と
す
る
も
の
は
保
持
す
べ
き
で
あ
る
と
 い
う
。
衆
生
に
と
っ
て
 

は
 飢
餓
・
恐
怖
な
ど
の
生
物
的
苦
痛
か
ら
解
放
さ
れ
た
 い
の
が
本
願
で
あ
り
、
そ
の
生
物
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
て
 や
れ
ば
、
そ
れ
が
 仏
 

%
 
 菩
薩
へ
の
尊
敬
と
愛
情
と
を
も
た
ら
す
動
機
を
 う
な
 こ
と
に
な
ろ
う
。
 

 
 

㈹
一
切
相
を
知
る
 

提
 



た
 。
経
典
所
説
は
一
切
智
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る
 不
 捨
 衆
生
 

生
は
自
分
（
菩
薩
自
身
）
と
平
等
で
あ
り
、
ま
た
衆
生
 た
ち
は
 

生
 た
ち
の
苦
悩
を
軽
減
し
て
や
り
た
い
あ
わ
れ
る
の
 心
 が
 生
れ
 

め
の
資
糧
と
な
る
の
で
あ
る
。
 

例
 ㈲
の
文
に
、
す
べ
て
の
衆
生
が
 浬
磐
に
 入
っ
て
か
ら
、
 
白
目
 

あ
る
。
別
の
表
現
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
自
己
が
解
脱
し
 な
い
 -
 
別
 

解
脱
を
 ぅ
 る
と
い
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
大
乗
菩
薩
 行
の
 真
髄
を
 

主
教
度
を
説
く
と
考
え
ら
れ
る
般
若
経
の
主
旨
と
ほ
 矛
 宿
 す
る
 

が
 、
と
に
か
く
無
量
不
可
数
の
時
間
を
経
て
正
覚
を
え
 よ
う
と
 

数
字
の
時
間
で
あ
る
。
作
者
は
人
間
一
生
の
時
間
と
比
  
 

ま
た
衆
生
の
一
切
の
苦
痛
を
代
っ
て
受
け
、
か
れ
ら
が
 得
度
 す
 

れ
も
人
問
一
生
田
問
題
と
し
て
は
あ
ま
り
に
遠
大
な
不
 可
能
と
 

土
工
等
覚
へ
志
向
し
た
人
は
、
こ
の
い
ず
れ
か
の
道
を
 選
ぶ
べ
 

生
の
救
済
に
専
念
修
行
す
る
心
が
け
で
な
け
れ
ば
な
ら
 な
い
と
 

も
 似
た
心
Ⅱ
金
剛
 愉
心
 で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
 

一
 生 め
 の

 心
情
を
保
持
す
べ
き
と
い
う
。
こ
の
 木
捨
 衆
生
の
心
情
 は
す
べ
て
の
 
衆
 

互
い
に
み
な
平
等
で
あ
る
の
観
点
に
立
っ
て
い
る
。
 そ
 こ
か
ら
自
然
に
衆
 

で
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
平
等
観
を
保
持
す
る
こ
と
は
 正
覚
を
 ぅ
る
た
 

ら
 善
根
を
積
 柴
 し
て
無
量
不
可
数
の
時
間
を
経
て
 、
将
 来
浬
磐
に
 入
る
と
 

に
 他
の
衆
生
を
解
脱
さ
せ
る
、
そ
の
後
に
自
己
が
そ
の
 圭
 口
根
 を
積
 柴
 し
て
 

述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
述
す
る
こ
と
で
あ
る
 が
 、
正
覚
後
の
衆
 

と
 言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 こ
の
点
に
つ
い
て
は
 の
ち
に
詳
述
す
る
 

い
う
の
で
あ
る
。
無
量
百
千
億
阿
僧
祇
 劫
 と
い
う
か
ら
ま
 さ
に
天
文
学
的
 

ば
 生
存
中
に
正
覚
を
 ぅ
 る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
・
 
っ
 の
で
あ
ろ
う
。
 

る
ま
で
と
い
う
の
は
、
一
生
涯
で
成
就
さ
れ
 ぅ
る
 誓
願
 で
は
な
い
。
い
ず
 

も
い
え
る
誓
願
で
あ
る
。
で
 は
 作
者
は
何
を
舌
ロ
い
た
い
 め
 だ
 る
ぅ
か
 。
 無
 

き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
生
涯
に
お
い
て
成
就
不
可
能
と
 分
か
っ
て
も
、
 
衆
 

作
者
は
要
請
す
る
。
こ
の
よ
う
な
発
心
者
の
心
こ
そ
、
 ま
 さ
に
金
剛
石
に
 

間
 に
正
覚
を
 ぅ
 る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
切
 衆
生
を
救
済
し
尽
 

め
に
六
度
を
修
学
す
べ
き
で
、
つ
ま
り
こ
れ
が
 発
 菩
提
 心
 者
の
修
学
す
べ
き
心
得
で
あ
る
。
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

眩
 
)
 

い
ま
金
剛
 愉
心
 が
何
で
あ
る
か
を
三
項
に
ま
と
め
て
 考
 ・
 え
た
が
、
こ
の
心
の
基
本
的
あ
り
方
は
衆
生
を
捨
て
な
い
 
と
い
う
精
神
で
あ
っ
 

ひ
 



般若経における 菩 

心 情 覚 
情 が な 所 
が 最 ど 説 に よ 初に出不吉 同 のよ 

健 保 う る 

秀持 です なと 自 、 
あ べ 己 ， L 、 

る き 中 に   
を 容 的 さ 

執 で 居、 ぼ 
え あ 慮 り 

て る や ・ 

、 よ 白 い 
こ う 楽 か 

    
おろか をもっ 年 目口Ⅱ ゅ @ f し ょ @ 、 1 
て の こ さ 

表 凍 れ な 
現 意 を ど   
し に 広 の 

たこ もの心情 大 ， L 、 
の よ と が 
で う 名 な     

あ 。 7 色 
る こ 害 
わ れ を   
で は え 
は 無 る 
な 正 心 
ぃ 正 晴 
が 等 も 

、 寛 な   
ま 志   
0 回 そ 
意 し れ 
味 た に 

内 人 声 
容 の 聞   

37  (495) 

    堤 ， b ぎ @ 

い （ 凝 
る ⑧ JL 、   

慢 
l 巳 @ 

  
戸 

聞辞 

支 
  
l ヒ @ 
と 
な 
  
て 

  

る 。 

十 「 
万 
頚 
B=, 

で 

ま ｜ 

セ 
l 亡 ¥ 
}C 
よ ナ @ 

  

大 「 

  

若 」 

で 

ま ｜ 

十 
j 亡 ¥ 
と 

，ま す 

  

  
容 

  
増 
  
  
て 

と
 説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
む
さ
ぼ
り
 心
 
（
 固
的
ザ
住
 （
（
 
曲
 ）
 
い
か
り
 心
 
（
 
宙
 。
 笘
 1
 色
（
（
 

巴
 、
愚
昧
 心
 
（
 ヨ
 。
下
が
 

1
%
 

ヌ
 弗
 ）
、
出
土
 

ロ
ハ
ハ
廿
 

（
ン
ト
 

円
吊
 

り
 
円
 
小
ツ
の
 

Ⅰ
 ㏄
 ，
 

-
g
 

ソ
 ）
 

臼
 （
（
㏄
）
、
声
聞
 

心
 
（
 
玲
囲
い
カ
 リ
 
A
 ～
（
（
が
）
、
そ
し
て
縁
覚
 

心
 
（
 口
 n
p
 
（
 
セ
 0
 片
㏄
 
サ
痒
隼
 
Ⅰ
ア
リ
ー
 

n
@
 
（
の
）
と
あ
る
が
、
「
大
口
囲
で
 は
 染
心
・
 瞑
 毒
心
・
 愚
 

-
9
@
 

犬
心
で
あ
る
。
 

す
 誓
願
成
就
も
一
生
涯
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
 し
そ
の
救
済
に
身
命
を
賭
す
こ
と
が
 発
 菩
提
心
者
の
 

あ
る
と
作
者
は
教
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
か
れ
の
 い
う
本
覚
的
な
菩
薩
 観
 で
あ
ろ
う
か
。
 

 
 

広
大
 心
は
 雑
木
で
は
 仁
年
囲
 
（
の
。
 

ユ
 （
（
 
ゅ
 と
あ
り
、
「
威
厳
 の
あ
る
 心
 
・
優
れ
た
 心
 」
の
意
味
で
あ
る
。
「
 八
 

（
 
0
0
 

レ
 

べ
て
の
声
聞
・
縁
覚
な
ど
と
共
通
で
な
い
 心
 」
と
解
釈
し
 て
い
る
。
要
す
る
に
声
聞
・
縁
覚
に
勝
る
優
れ
た
 

い
っ
て
い
る
。
 

ヨ
 一
万
五
千
 頚
ヒ
に
 

こ
こ
に
お
い
て
 
ボ
サ
ッ
 大
士
の
広
大
心
と
は
、
初
発
心
の
 た
め
に
 貧
 欲
の
心
が
生
じ
な
い
、
ま
た
 瞑
患
心
 

じ
な
い
、
害
心
も
生
じ
な
い
、
声
聞
心
も
縁
覚
 心
 も
生
 じ
な
い
、
と
い
・
う
こ
れ
で
あ
る
 0
 こ
れ
が
ス
ブ
ー
 

生
き
甲
斐
で
あ
り
、
誓
願
で
 

千
頒
 」
で
は
こ
の
語
を
「
 す
 

威
厳
の
あ
る
心
を
広
大
心
と
 

も
 生
じ
な
い
、
 
愚
凝
心
 も
生
 

テ
ィ
 よ
、
ボ
サ
ツ
 
大
士
の
広
 



と
 説
 く
 。
経
文
中
、
一
切
衆
生
を
捨
て
な
い
。
保
護
す
 る
と
は
何
を
意
味
す
 

ぬ
 で
な
く
し
て
、
救
わ
れ
た
い
欲
求
が
あ
る
な
し
に
 拘
，
 ら
ず
、
救
 う
に
 価
す
 

放
 な
さ
な
い
、
放
棄
し
な
い
で
お
き
、
時
節
因
縁
到
来
 に
お
い
て
済
度
さ
れ
 

ず
や
済
度
さ
れ
う
る
だ
け
の
資
糧
を
得
て
、
そ
の
因
縁
 も
う
る
に
至
る
で
あ
 

は
 済
度
を
予
想
約
束
す
る
そ
れ
に
先
行
す
る
行
為
で
あ
 る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

る
め
 だ
 る
ぅ
 。
考
え
る
に
、
捨
て
な
い
と
は
、
救
 う
 救
わ
れ
 
 
 

る
か
否
か
に
拘
ら
ず
、
い
ず
れ
も
す
べ
て
を
捨
て
な
い
、
 見
 

た
く
な
い
も
の
も
、
済
度
さ
れ
る
資
格
の
な
い
も
の
も
、
  
 

ろ
 う
 こ
と
を
考
慮
し
た
実
践
で
あ
る
と
 い
 え
る
。
不
治
行
為
 
為
 

不
治
行
為
は
対
有
情
行
為
の
す
べ
て
に
先
行
す
べ
き
 菩
 薩
行
 

（
Ⅰ
Ⅱ
 

@
 

不
捨
 で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
に
思
い
煩
う
こ
と
が
な
い
。
 

ス
フ
ー
テ
ィ
 よ
 、
こ
れ
が
 ボ
サ
ツ
 大
士
の
利
益
安
楽
の
 心
性
で
あ
る
。
 

㈹
不
動
 心
 

注
 
8
 ヨ
づ
せ
 
㏄
。
 
臼
 （
（
曲
が
不
動
心
の
原
語
で
あ
る
が
、
 
飢
 8
 ヨ
ョ
 う
と
は
「
動
揺
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
」
と
い
う
 善
 ゅ
 味
で
、
こ
こ
で
は
 一
 

ゆ
 現
象
の
生
滅
に
心
を
奪
わ
れ
て
修
行
に
専
念
で
き
な
 い
よ
う
に
な
る
こ
と
が
な
い
 心
 清
の
意
で
あ
る
。
 

「
大
口
田
所
説
 

復
次
 須
菩
提
。
菩
薩
摩
阿
藤
。
 

応
 。
 生
二
 不
動
 心
 田
領
 菩
 提
白
 。
 仏
 。
 云
 何
名
工
不
動
 心
ィ
 仏
言
。
常
食
三
切
 種
智
 

赤
本
。
 念
 。
百
二
県
 

@
 
ハ
リ
 

l
 
圭
 
）
 

心
づ
具
名
玉
 ロ
癩
岸
討
睦
 不
動
心
づ
 

経
文
は
一
切
は
空
性
で
あ
る
と
知
り
、
そ
れ
に
 執
梼
も
 な
い
心
情
・
ま
た
一
切
 現
禄
 に
心
を
奪
わ
れ
て
仏
道
修
行
 に
 怠
惰
に
な
る
こ
と
 

が
な
い
心
情
を
不
動
心
と
い
う
。
 

㈹
利
益
安
楽
 心
 

利
益
安
楽
心
と
は
衆
生
に
利
益
（
 圧
 t
p
 
）
を
与
え
、
安
楽
 
（
の
 
仁
師
 こ
に
し
て
や
る
心
情
を
い
う
。
 

ヨ
 一
万
五
千
 頚
 し
に
よ
る
と
、
 

そ
こ
で
 ボ
サ
ッ
 大
士
の
利
益
安
楽
の
心
性
は
次
の
よ
う
な
 も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
切
衆
生
の
保
護
で
あ
り
、
 そ
れ
は
一
切
衆
生
の
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説
こ
こ
で
は
無
上
正
等
覚
へ
の
心
情
の
行
相
を
述
べ
、
 
初
発
心
は
無
差
別
法
を
愛
楽
 し
 修
練
す
る
心
を
起
す
こ
 と
だ
と
説
く
。
羅
什
は
法
を
 

ぬ
 
楽
し
む
と
は
、
 随
 信
行
・
陣
法
行
な
ど
の
実
際
１
倍
 注
１
 と
 、
四
諦
の
道
理
を
休
得
し
そ
れ
か
ら
退
転
す
る
 こ
と
の
低
い
実
際
 ｜
 忍
法
 ｜
 

め
と
、
師
事
し
 潅
頂
壇
で
 法
を
づ
け
る
実
際
 ｜
 受
法
 ｜
 と
で
あ
る
と
解
釈
し
、
意
訳
し
て
い
る
。
た
だ
般
若
経
 
宍
 二
万
五
千
 頚
ヒ
 
）
の
作
者
 

 
 

め
 
が
そ
こ
ま
で
意
味
を
含
蓄
さ
せ
た
の
か
ほ
疑
問
で
あ
 る
 。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
梵
文
の
言
う
と
こ
ろ
は
無
差
別
 と
し
て
法
を
瞑
想
 し
 修
学
す
 

 
 

ぬ
 
る
こ
と
が
法
を
愛
し
楽
し
む
こ
と
だ
と
す
る
。
こ
れ
 を
 無
上
正
等
覚
へ
の
心
情
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
 教
 え
る
。
法
が
無
差
別
で
あ
る
 

般
点
 に
つ
い
て
は
後
述
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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-
 
は
 ）
 

し
む
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
法
の
歓
楽
と
は
何
か
。
 こ
 の
法
の
瞑
想
と
修
練
と
が
法
の
歓
楽
と
い
わ
れ
る
。
 

と
い
え
よ
 
う
 。
 

㈲
徹
法
楽
法
喜
 法
 

こ
の
心
情
は
「
法
へ
の
愛
」
（
 
串
 ゴ
ミ
日
ぎ
 目
 ㎎
巴
で
あ
り
 

口
砥
（
に
身
を
ゆ
だ
ね
た
）
喜
び
」
（
ミ
冠
（
 ョ
の
 （
㏄
（
 

曲
 ）
 で
あ
り
、
 
一
 
・
法
を
欣
 

楽
し
 精
進
修
行
す
る
こ
と
」
 

宮
 ゴ
ロ
Ⅰ
 

ロ
 
）
 
w
q
W
@
 

）
 
-
u
 
（
岡
山
 
お
ゅ
 

復
次
 須
菩
提
。
菩
薩
 庁
詞
薩
応
三
 当
行
 二
 
徹
法
喜
法
楽
 法
 

「
大
口
田
所
説
、
 

ヨ
の
コ
ロ
ピ
ロ
ガ
 
（
 
曲
 （
 
曲
 ）
を
い
っ
て
い
る
。
 

 
 

中
 り
、
 
タ
 ・
三
ゎ
…
 

二
 -
 

も
 

…
 
可
ぢ
，
 
ナ
兵
」
 @
 
一
口
 

-
2
 

l
 
Ⅰ
 
）
 

法
り
 信
法
 忍
法
受
法
。
是
者
三
秋
法
喜
柱
づ
何
等
名
工
業
 
法
 り
 官
修
二
行
星
 法
 一
具
 
夕
自
 業
法
 田
 

ヨ
 一
万
五
千
 頗
ヒ
 で
は
、
 

ま
た
次
に
ス
ブ
ー
テ
ィ
 よ
、
ボ
ザ
ツ
 
大
士
は
法
を
愛
す
 る
 
（
 
心
 ）
を
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
法
 
（
に
 身
 を
ゆ
だ
ね
）
楽
し
む
 

（
 
心
 ）
・
法
を
歓
楽
し
精
進
修
行
す
る
（
 心 ）
を
生
起
し
 な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
法
と
は
何
か
。
す
な
わ
ち
 一
切
法
の
無
差
別
、
 

こ
れ
が
法
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
で
 法
 
（
に
身
を
ゆ
だ
ね
）
 楽
し
む
（
 心
 ）
と
は
何
か
。
法
を
享
楽
し
熱
望
す
る
（
 
心
 ）
、
こ
れ
が
法
を
楽
 



述
べ
る
が
、
 
発
 菩
提
心
は
ま
さ
に
 

け
ば
、
衆
生
に
聞
 思
 修
の
三
慧
が
 

が
生
起
す
る
ま
で
本
槍
保
護
す
る
 

不
治
行
に
利
他
（
 ロ
 ㏄
（
 
ゆ
 Ⅱ
（
 
甘
め
 
）
 

要
で
な
い
と
か
、
と
る
に
足
ら
な
 

べ
て
の
衆
生
を
捨
て
ず
に
保
護
し
 

資
格
も
な
い
も
の
も
、
悪
人
 賎
 人
 

の
段
階
で
は
飢
餓
・
恐
怖
な
ど
の
 本

夫
 法
 で
あ
る
か
ら
、
 不
捨
 衆
生
が
不
兵
法
で
あ
る
と
い
 う
 解
釈
は
正
し
い
。
捨
て
ず
に
保
護
し
て
お
 

生
起
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
考
え
は
、
不
治
行
の
 本
来
的
目
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
三
慧
 

行
為
と
は
何
で
あ
る
か
。
 

と
皮
 他
 （
や
 

a
r
 

ゆ
づ
 
の
（
 
目
 （
㏄
 
偲
 ）
と
の
二
つ
の
内
容
が
考
え
 ，
 
ら
れ
る
。
捨
て
る
と
は
自
分
に
適
し
な
い
・
 必
 

い
と
か
の
価
値
判
断
の
上
か
ら
の
放
棄
を
意
味
し
、
本
給
 は
そ
の
反
対
の
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
 す
 

よ
う
と
す
る
行
為
は
、
衆
生
の
中
に
救
済
を
希
わ
な
い
 も
の
が
い
て
も
、
ま
た
救
済
さ
れ
 ぅ
る
 資
糧
 も
 

で
さ
え
も
、
皆
平
等
に
生
死
海
か
ら
事
に
乗
せ
て
す
く
い
 上
げ
て
や
る
行
為
を
い
う
べ
き
で
あ
る
。
 こ
 

・
生
物
的
満
足
を
与
 -
 
え
る
の
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
利
他
の
段
階
で
 

㈲
五
種
心
の
内
容
に
つ
い
て
 経
 所
説
に
よ
っ
て
大
体
を
 窺
知
し
え
た
よ
う
に
思
う
が
、
要
約
す
る
に
、
金
剛
 愉
心
 は
木
 捨
 衆
生
の
精
神
 

に
 立
っ
て
衆
生
苦
を
受
け
、
不
生
不
滅
の
実
際
を
覚
 了
 す
べ
き
心
情
を
い
い
、
広
大
心
は
三
毒
害
心
を
消
却
し
 、
 声
聞
縁
覚
な
ど
に
類
 す
 

る
 心
を
起
さ
な
い
心
情
を
い
い
、
一
切
法
を
知
り
、
し
か
 も
そ
れ
に
報
わ
れ
思
念
し
な
い
心
情
を
不
動
心
と
い
い
 、
そ
し
て
利
益
安
楽
 心
 

と
は
す
べ
て
の
衆
生
を
捨
て
ず
保
護
す
べ
き
心
情
を
意
 抹
 す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
心
情
は
法
の
愛
楽
で
あ
り
 修
 練
 で
あ
る
徹
法
喜
法
楽
 

法
 の
八
町
に
口
は
木
 
円
 なら
な
い
と
い
う
ん
レ
よ
 う
 。
㍉
大
口
 ど
で
 は
こ
れ
ら
五
種
の
心
を
も
っ
て
無
上
正
等
覚
へ
志
向
す
る
 人
の
心
の
内
容
を
表
現
 

し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
 

五
種
心
を
考
察
し
た
結
果
、
中
心
思
想
が
一
切
衆
生
を
 捨
て
な
い
誓
願
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
で
は
 不
捨
 衆
生
と
は
何
を
意
味
 

す
る
の
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
 

（
Ⅱ
）
 

ハ
り
バ
ド
ラ
 は
一
切
衆
生
の
不
 拾
 は
 不
兵
 法
で
あ
る
と
い
 ぅ
 。
そ
れ
は
 聞
思
 修
の
慧
を
生
起
す
る
か
ら
と
解
釈
し
 て
い
る
。
本
槍
衆
生
 

（
Ⅱ
）
 

は
木
女
 法
 と
い
う
。
 

向
 八
千
 類
 し
に
初
発
心
（
無
上
正
 等
覚
を
求
め
る
心
を
発
起
す
る
こ
と
）
は
一
切
衆
生
を
捨
 て
な
い
こ
と
で
あ
る
と
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般若経における 菩提 

考 る 

え と @@) 
て い 発 

みよ っ 。 l し の 、   
波 

  
学 お 学   
中 初 め 

学者の実践 の主調 

で 発 
あ ， L 、 

の
 因
縁
と
は
何
で
あ
ろ
う
 

う
 、
そ
の
基
本
と
し
て
 六
 か

 。
 経
 所
説
に
よ
 

波
羅
蜜
の
実
践
を
 る

と
般
若
 波
羅
 

あ
げ
て
い
る
。
 

蜜
呂
 の
 間
思
惨
 

い
ま
、
例
証
を
 

で
あ
 
軋
 

 
 

あ
げ
 

 
  

 

ぬ
 
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
ま
と
め
た
論
述
の
裏
付
 

け
と
な
る
見
解
は
次
項
以
下
に
お
い
て
示
さ
れ
る
で
あ
 

ろ
う
。
 

ら
れ
る
。
例
え
ば
金
岡
り
心
と
利
益
安
楽
心
と
は
正
覚
 

後
に
実
践
保
持
す
べ
き
誓
願
と
心
情
で
、
他
の
三
心
は
 

キ
 
-
 
の
 以
前
の
も
の
と
考
え
 

そ
れ
ら
五
種
 
心
 に
は
正
覚
前
 
後
の
各
々
に
お
い
て
実
践
保
持
す
べ
き
誓
願
と
心
情
と
を
 

説
述
し
て
い
る
と
考
え
 

こ
の
五
種
 心
 が
正
覚
の
前
後
の
い
ず
れ
に
お
い
て
実
践
さ
 

れ
る
べ
き
も
の
か
、
作
者
は
何
も
説
明
を
示
し
て
い
な
 

ぃ
 。
し
か
し
内
容
を
検
 

な
う
 る
ま
で
に
、
あ
る
い
は
う
る
た
め
に
実
践
，
保
持
 

す
べ
き
心
情
な
の
か
、
そ
れ
と
も
正
覚
後
に
実
践
・
保
持
 

す
べ
き
心
情
な
の
か
。
 

で
は
 不
捨
 衆
生
の
心
情
を
基
調
と
す
る
五
種
 
心
は
、
発
 心
し
た
人
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
 

か
 。
す
な
わ
ち
正
覚
 

    

つ 。 

あ
る
。
本
絵
衆
生
の
意
味
は
こ
の
よ
う
な
重
苦
か
ら
 逃
 避
 し
た
い
と
切
実
に
希
求
願
望
す
る
心
情
を
察
知
し
 、
そ
 れ
を
叶
え
て
や
る
と
い
 

ぅ
 現
実
的
立
場
か
ら
の
実
践
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
 た
だ
 不
捨
行
 が
こ
の
意
味
だ
け
で
満
た
さ
れ
る
と
い
う
の
 で
は
な
い
。
苦
悩
す
る
 

衆
生
が
み
 ば
 求
道
の
心
情
を
起
す
動
機
は
 、
 や
ほ
 0
 所
 述
の
生
物
的
満
足
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
 求
 め
た
対
象
へ
の
愛
情
に
 

変
化
し
尊
敬
の
念
に
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
段
階
ま
で
 は
 即
世
で
あ
る
。
こ
れ
が
進
ん
で
衆
生
が
自
己
完
成
の
欲
 望
を
起
し
、
同
時
に
他
 

の
人
の
可
能
性
を
も
実
現
さ
せ
た
い
欲
望
を
併
起
す
る
と
 い
う
自
己
実
現
の
動
機
を
斎
ら
し
、
そ
の
実
現
に
精
進
 す
る
よ
 う
 勘
助
教
導
す
 

る
に
至
る
。
こ
れ
を
産
地
と
考
え
た
い
。
 不
捨
 衆
生
は
 こ
の
よ
う
に
利
益
し
た
の
ち
に
 救
度
 を
な
す
二
つ
の
実
践
 を
 成
就
す
る
に
あ
る
と
 



㌧
 q
.
 
つ
 ・
 
、
ロ
 ・
け
の
ゆ
）
 

②
世
尊
が
般
若
波
羅
蜜
を
説
法
さ
れ
て
い
た
時
、
三
百
 比
丘
 従
 。
 座
起
 。
 以
 二
所
。
苦
衷
 -
 
上
 。
 仏
 。
登
三
河
 褥
 多
羅
一
一
 

一
読
三
菩
提
心
 

4
%
 
大
 

口
 ㌍
大
正
八
・
二
二
九
 
申
 
-
 下
ぎ
 ・
 キ
 ・
ア
ロ
・
 臼
 ）
 

③
 復
次
若
 五
 %
 
Ⅲ
ヂ
善
女
人
 づ
於
ニ
此
 般
若
沖
離
生
多
イ
 
未
 。
 能
 ：
 聴
 愛
読
話
 -
 
者
。
所
有
 己
発
 二
 河
褥
 多
羅
二
親
一
一
 
垂
ロ
 
捉
ふ
弍
 諸
天
子
 衆
 

桂
二
 彼
 入
所
為
 -
 
作
二
曲
金
の
勘
合
下
船
 二
此
 般
若
波
羅
蜜
多
 ィ
 穂
麦
読
話
 如
 。
 説
 修
行
㏄
 谷
 仏
画
 出
 ヒ
大
正
八
・
五
九
 四
丁
、
こ
こ
は
梵
文
 

の
 抄
訳
で
あ
る
が
「
小
ロ
 
囲
 
大
正
八
・
五
四
一
下
よ
り
 明
 確
 ）
。
 

梵
文
は
重
複
部
分
が
多
く
長
文
な
の
で
要
約
し
て
出
す
 と
、
 

無
上
正
尊
 旦
へ
 向
け
て
進
ん
だ
人
で
、
ま
だ
絶
対
完
全
 の
 智
慧
を
得
て
い
低
い
諸
天
人
達
は
、
絶
対
完
全
の
智
慧
 を
 聞
き
読
話
し
修
学
 

し
た
人
に
親
近
し
、
か
れ
の
絶
対
完
全
の
智
慧
に
つ
い
 て
の
説
法
を
聞
き
読
話
 し
 修
学
す
る
で
あ
ろ
う
。
 

宮
 ㌍
 づ
 q
.
 
つ
 ・
 
、
 づ
つ
・
母
の
１
の
 

0
 ）
 

④
 仏
 諸
弟
子
皆
川
二
河
 褥
 多
羅
三
親
三
菩
提
 法
 Ⅱ
 護
 二
念
 諸
菩
薩
摩
 詞
薩
づ
令
ド
ニ
 二
河
 褥
 多
羅
三
親
三
菩
提
心
り
 
令
 レ
住
 二
河
幅
多
羅
三
鏡
 

三
菩
提
 り
何
以
故
 。
過
去
諸
菩
薩
摩
 詞
祀
 。
 皆
因
 。
半
工
 
是
 六
波
羅
蜜
多
 -
 
故
 。
発
 こ
 
菩
提
心
 
-
 
往
こ
 菩
提
 果
弍
 宮
仕
 母
 

 
 

セ
下
 ）
 

（
梵
文
は
長
文
に
な
っ
て
い
る
の
で
喀
出
り
 

も
し
 ボ
サ
ッ
 大
士
が
菩
提
心
を
発
起
し
な
い
で
正
覚
を
 ，
 
つ
る
た
め
に
六
波
羅
蜜
を
椎
 学
 す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
な
 ら
ば
、
か
れ
ら
は
っ
 

い
に
正
覚
を
証
得
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
 

し
 か
し
 ボ
サ
ッ
 大
士
達
は
 ボ
サ
ッ
 行
で
あ
る
六
波
羅
蜜
を
 修
学
す
る
た
め
に
、
 

そ
れ
ゆ
え
に
か
れ
ら
は
菩
提
心
を
発
起
し
、
そ
れ
ゆ
え
 に
 正
覚
を
，
「
与
る
の
で
あ
る
。
（
 
臣
 ㌍
・
 宙
 ・
 ト
，
 や
お
牛
口
 二
万
五
千
 頒
 L
.
 「
 十
 

万
頗
 L
 で
は
こ
こ
に
相
当
す
る
文
は
な
い
。
）
 

(500) 

①
十
方
諸
仏
説
二
足
般
若
沖
縄
 

み
下
 。
無
量
阿
僧
祇
 衆
 生
 小
祭
三
河
 
褥
 多
羅
二
 %
 

三
菩
提
心
り
（
「
人
品
ヒ
大
正
 人
 

二
上
ロ
三
缶
 十
 -
 ㌧
㏄
 白
い
 

 
  

 



般若経における ，菩提心 

㈲
般
若
波
羅
蜜
へ
の
 侮
学
 
こ
こ
で
は
般
若
波
羅
蜜
 修
 学
は
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
所
説
を
も
と
 に
 考
え
よ
う
。
 

「
八
千
 頒
 」
所
説
 

世
尊
高
 く
、
 ス
ブ
ー
テ
ィ
 よ
 、
絶
対
完
全
の
智
慧
を
修
学
 す
る
「
初
学
者
」
（
 

ぎ
守
 銭
ヨ
 ぎ
さ
 ・
 ボ
サ
ッ
 大
士
は
 、
主
 
口
 
友
を
助
け
愛
し
尊
敬
 
り
 

 
 

 
 

の
 智
慧
の
た
め
に
教
導
し
諭
し
て
く
れ
る
人
々
で
あ
る
、
 
  

説
述
し
て
く
れ
る
人
々
で
あ
る
。
か
の
善
友
達
は
つ
ぎ
 の
よ
う
に
説
諭
す
る
で
あ
ろ
う
。
 刊
 こ
こ
へ
来
て
六
波
羅
 蜜
 を
一
生
懸
命
に
実
 
4
 

ぬ
 
た
め
に
六
波
羅
蜜
を
修
学
し
ょ
う
と
す
る
心
情
が
 

起
っ
て
来
る
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
 

 
 

蜜
 説
法
の
聞
 聴
 に
よ
っ
て
、
本
給
衆
生
の
誓
願
を
起
し
、
 

般
若
波
羅
蜜
の
完
成
の
 

縁
 と
も
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
。
六
波
羅
蜜
は
菩
薩
 

た
 ち
の
善
き
友
達
で
あ
り
、
 

ニ
 

、
 
-
7
 

I
 
 

）
 過
去
現
在
未
来
の
諸
仏
の
正
覚
 
淫
薬
の
王
国
で
あ
る
か
 

0
 次
ぎ
に
 読
 謂
も
発
心
の
因
縁
と
な
っ
て
い
る
。
説
法
 
内
容
を
読
 謂
し
 熟
慮
瞑
想
す
る
こ
と
が
無
上
正
等
覚
 へ
 志
向
す
る
も
の
に
必
要
 

で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
後
で
六
波
羅
蜜
の
修
学
を
し
よ
 ，
 
つ
 と
す
る
心
が
生
起
し
て
来
る
。
こ
の
修
学
を
し
よ
う
と
 す
る
心
情
が
発
心
の
囚
 

ど
う
か
が
大
切
で
あ
り
、
こ
の
菩
薩
を
不
退
転
菩
薩
 

と
 

 
 

て
い
る
。
 
聞
 聴
の
因
縁
 

あ
り
方
が
問
題
で
あ
る
。
 

「
八
千
 
頒
 L
 に
、
般
若
波
羅
蜜
を
聞
く
聞
か
ぬ
に
拘
ら
 ず
 、
本
人
の
心
に
不
浩
一
切
衆
生
の
心
情
が
あ
る
か
 

四
例
に
よ
る
と
、
般
若
波
羅
蜜
説
法
を
聞
聴
す
る
こ
と
 が
 発
心
の
一
つ
の
因
縁
と
な
っ
て
い
る
。
聞
く
と
い
っ
て
 

 
 

る
の
で
あ
り
、
そ
の
性
学
を
し
な
い
人
の
発
心
も
誓
願
 も
 無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
。
 

ム
 

る
 人
で
六
波
羅
蜜
を
皓
学
し
な
い
も
の
は
、
真
の
発
 菩
 捉
ふ
 者
と
は
い
え
な
い
。
大
波
 毘
軍
 に
学
を
な
す
も
の
だ
 け
が
無
上
正
等
覚
を
 ぅ
 

す
る
人
で
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
を
し
よ
う
と
 蕾
ゅ
す
 る
 人
で
な
け
れ
ば
真
の
発
心
を
な
し
た
と
は
い
え
低
い
。
 無
上
正
等
覚
 へ
進
越
 す
 

右
の
四
例
中
、
①
②
の
例
で
は
世
尊
が
般
若
枝
 薙
 蜜
を
 説
法
さ
れ
て
い
る
時
、
ま
た
説
法
さ
れ
た
後
で
そ
れ
を
 聞
 い
て
感
動
を
う
け
 無
 

上
玉
等
覚
を
え
よ
う
と
し
て
発
心
す
る
衆
生
や
比
丘
 ら
 ほ
 つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
③
④
の
例
で
は
、
般
若
波
羅
蜜
 を
聞
 聴
し
 読
謂
し
 修
学
 



右
に
よ
る
と
、
ま
ず
初
学
者
は
善
友
達
に
親
近
し
 、
か
 れ
ら
を
愛
護
し
尊
敬
す
べ
き
だ
と
述
べ
、
善
友
達
の
所
説
 す
る
で
あ
ろ
う
内
容
を
 

明
か
す
。
Ⅲ
六
波
羅
蜜
修
学
を
成
就
 し
 、
そ
の
功
徳
 善
 根
を
無
上
正
等
覚
へ
向
け
る
こ
と
、
㈲
一
切
智
和
 は
 敗
着
 さ
れ
な
い
も
の
、
㈲
 二
 

乗
 位
を
慣
れ
な
い
こ
と
、
な
ど
の
三
点
を
教
え
、
こ
の
 一
 
二
点
を
修
学
す
る
な
ら
ば
自
然
に
般
若
波
羅
蜜
 へ
趣
 爪
す
 る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
 

い
ま
般
若
波
羅
蜜
多
へ
の
修
学
に
つ
い
て
考
え
た
が
、
 で
 は
そ
の
修
学
の
心
情
は
ど
 う
 あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
 心
 の
あ
り
方
に
つ
い
て
 

具
体
的
に
知
る
必
要
が
あ
る
。
 

㈲
初
学
者
の
心
の
あ
り
方
前
項
の
問
題
を
つ
け
て
、
 
そ
 の
 解
答
を
刊
八
千
 頒
 」
に
求
め
る
と
し
ょ
う
。
 

①
世
尊
旨
 く
、
 ス
ブ
ー
テ
ィ
 よ
 、
無
上
正
等
覚
へ
志
向
 せ
ん
と
す
る
 ボ
サ
ツ
 大
士
は
、
す
べ
て
の
衆
生
に
対
し
て
 「
等
し
く
」
（
 

ぎ
ヨ
 の
七
）
 

あ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
「
平
等
の
心
」
（
 ぎ
ミ
 リ
七
の
 @
 
（
（
㏄
七
）
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
憎
悪
の
心
を
 

。
っ
て
」
（
 

ヰ
 

丘
ゆ
 
ゅ
ヨ
㏄
。
 

住
 （
 
d
e
 
コ
の
 
）
他
人
を
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
友
情
 あ
る
心
を
も
っ
て
」
（
ヨ
日
（
（
 

ギ
ユ
 （
（
の
 

コ
ハ
 
）
、
「
利
益
を
与
 え
る
心
を
も
っ
て
」
 

（
田
斉
 
お
 ・
）
、
「
敬
い
の
心
を
も
っ
て
」
（
 

帝
ゅ
与
卸
セ
の
 

l
c
.
 

）
 、
 一
 
。
謙
下
の
心
を
も
っ
て
」
（
 
コ
ゴ
ゅ
 
（
ゅ
ヨ
鉤
墨
 

蕊
 ・
）
、
「
 

瞑
志
の
 な
い
心
を
も
っ
て
」
 

（
の
 
ロ
 （
 
曲
 （
 
ぎ
 a
t
a
-
c
.
 

）
、
「
 
損
 悩
め
な
い
心
を
も
っ
て
」
 G
 丘
 ゴ
 
0
%
 空
山
 お
 ・
）
他
人
を
遇
す
べ
き
で
あ
る
。
 

（
 
9
 ）
 

@
 
キ
 
よ
 
ん
 Ⅰ
 
@
 
Ⅴ
 0
 

浅
 し
な
さ
い
。
善
男
子
よ
、
布
施
波
羅
蜜
を
な
し
（
 乃
 至
 ）
智
慧
波
羅
蜜
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
が
 成
 就
 し
た
も
の
は
す
べ
 

て
 
「
そ
れ
を
無
上
正
等
覚
へ
回
向
し
な
さ
い
」
（
 
t
a
t
s
u
 

Ⅱ
 
せ
ゅ
 
さ
 
Ⅰ
 ㏄
 
コ
仁
 
二
の
ハ
 
%
 セ
囲
 
七
の
笘
～
（
）
㎏
㏄
 

ガ
の
 
㏄
七
サ
 
0
 印
す
い
口
ロ
 
リ
 
ユ
 %
 囲
 
ヨ
 ㏄
Ⅱ
 
め
 
）
。
し
か
し
 血
偲
 

土
工
等
覚
を
色
ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
い
か
な
る
あ
っ
 ま
 り
な
ど
と
間
違
っ
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
な
ぜ
な
 ら
 、
善
男
子
よ
 、
一
 

切
 智
は
収
着
の
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
」
（
（
㏄
（
オ
ド
 几
ド
 
㏄
 胡
の
 
t
O
 
甘
 、
の
で
㏄
 
ぺ
囲
日
 
ハ
 
%
 囲
 三
村
 け
 寸
で
仁
田
Ⅱ
斡
の
㏄
Ⅱ
 

つ
 と
印
の
計
 
囲
 ）
。
 「
そ
し
て
声
聞
 位
 
・
 

 
 

の
末
の
 
l
 す
ゴ
目
 
～
（
）
 

む
 
仁
ヰ
卸
で
Ⅱ
㏄
片
田
の
方
 

の
す
 
日
色
色
目
㏄
 

@
 ヴ
 下
目
 
ヨ
 ㏄
 
け
 せ
 り
 ㏄
 
つ
 Ⅰ
 
す
卸
 
七
 %
 
パ
リ
 
（
 
ゅ
円
 
（
）
 
L
 

と
 。
こ
の
よ
う
に
ス
ブ
ー
テ
ィ
 よ
 、
初
学
者
・
 
ボ
サ
ツ
 大
士
は
次
第
に
善
友
達
に
よ
っ
て
絶
対
完
全
の
智
慧
に
 趣
 入
し
な
け
れ
ば
な
ら
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%
 
 て
 、
「
私
は
す
べ
て
の
衆
生
の
救
済
者
で
あ
る
 ヒ
と
 い
 う
 自
覚
と
使
命
感
と
を
持
っ
べ
き
だ
と
教
え
る
。
 こ
 の
 自
覚
に
立
っ
使
命
感
が
不
 

 
 お

捨
 行
の
原
動
力
と
な
る
。
①
②
③
の
三
 つ
は
 他
人
に
 
対
す
る
自
分
の
心
構
え
、
心
の
持
ち
方
を
い
っ
て
い
る
 が
 、
で
は
 心
 
そ
の
も
の
に
つ
の
 

 
 

 
 

柵
 

い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
④
で
は
自
ら
す
べ
て
の
 悪
 を
制
適
 し
た
心
の
状
態
を
も
っ
べ
き
と
い
う
。
悪
を
根
 絶
し
た
状
態
で
は
な
く
、
 

悪
 
（
 

 
 

般
 

が
 活
動
を
止
め
た
状
態
・
悪
が
勢
力
を
失
っ
た
状
態
・
 亜
 ゅ
が
 支
配
さ
れ
た
状
態
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
 意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
の
 
4
 

菩提 

で
あ
り
、
最
も
崇
高
な
心
情
の
あ
り
方
で
あ
る
。
親
子
の
 愛
情
は
す
べ
て
の
愛
情
の
基
本
形
と
い
え
よ
う
。
③
は
 こ
の
情
愛
の
上
に
立
っ
 

  し、 ぎ寺 

②
す
べ
て
の
有
情
に
「
母
の
想
い
」
（
 
ョ
注
 r
l
 
終
 七
古
 ゅ
旧
 ）
を
、
「
父
の
想
い
」
（
口
耳
 八
こ
を
 、
そ
し
て
「
娘
の
 想
い
し
（
色
目
玉
（
 

ハ
 
ー
の
・
）
 

を
 、
「
息
子
の
想
い
」
（
で
 け
 （
 
ぺ
が
 
。
 ダ
 ）
を
抱
き
、
侍
従
 し
 て
過
 す
べ
き
で
あ
る
。
 

③
ま
た
ス
ブ
ー
テ
ィ
 よ
 、
無
上
正
等
覚
を
証
得
し
よ
う
 と
 欲
す
る
 ボ
サ
ッ
 大
士
は
、
す
べ
て
の
衆
生
の
前
に
進
み
 出
て
 、
 次
の
よ
う
に
 

言
っ
て
修
学
す
べ
き
で
あ
る
。
「
私
は
す
べ
て
の
衆
生
 の
 救
済
者
で
あ
る
（
 き
 （
 春
お
 （
（
 
4
 ゆ
 コ
囲
ヨ
日
 団
七
 
コ
ゆ
 
（
ゴ
 
ロ
 さ
 。
 ヒ
と
 。
 

④
ま
た
自
ら
「
す
べ
て
の
 悪
 八
の
活
動
 
V
 が
休
止
し
た
 状
態
に
あ
る
べ
き
で
あ
る
 1
 
一
 （
の
 
a
r
v
a
l
 

つ
醐
 注
目
ア
ヤ
（
（
入
目
の
 

（
 
ゴ
ゆ
円
 

㏄
 せ
 Ⅱ
 曲
 巾
 
Ⅰ
 ）
 、
 

⑤
贈
物
を
与
え
る
べ
き
で
あ
り
、
戒
を
保
つ
べ
き
で
あ
 り
 、
忍
耐
を
完
全
に
す
べ
き
で
あ
り
、
精
進
に
努
力
す
べ
 き
で
あ
り
、
禅
定
に
 

入
る
べ
き
で
あ
り
、
智
慧
を
完
成
す
べ
ぎ
で
あ
り
、
 順
 逆
の
縁
起
の
法
を
達
見
す
べ
き
で
あ
る
。
 

⑥
ま
た
他
人
を
も
（
自
分
と
同
じ
よ
う
に
）
よ
く
 証
得
 さ
せ
、
そ
れ
（
無
上
正
等
覚
）
を
讃
美
し
説
法
 し
 、
そ
し
 
 
 

達
 に
も
）
知
ら
し
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
 守
 

 
 

せ
 目
色
 
-
 
口
目
 叶
 
の
 吋
１
 
の
㏄
 
ミ
リ
 @
 

コ
 三
曲
の
口
ロ
 

O
P
 

オ
ゴ
 
の
 く
コ
ゆ
へ
 

せ
 め
ヨ
 ）
 0
 

右
の
例
文
中
、
①
は
平
等
利
益
の
心
情
，
謙
下
の
心
情
 ・
 不
 害
の
心
情
を
一
切
衆
生
に
対
し
て
も
っ
べ
き
で
あ
り
 、
こ
れ
が
一
切
衆
生
 

を
 捨
て
な
い
行
為
の
心
情
で
も
あ
る
。
②
で
は
も
っ
と
 具
体
的
に
説
く
。
親
に
対
す
る
子
供
の
気
持
の
よ
う
な
、
 子
供
に
対
す
る
親
の
気
 

持
 の
よ
う
な
情
愛
を
衆
生
の
す
べ
て
に
注
ぐ
べ
き
と
い
，
 

っ
 。
こ
れ
は
人
間
を
は
じ
め
他
の
動
物
に
お
け
る
も
同
様
 、
原
初
的
愛
情
の
形
態
 



だ 生 か 7% ら き 践   
と し で に し る 初学 （（ 、コ、 Ⅱ こ 。 覚 を 知る ぃ め あ お か と 

さ 痩 果 の 悟     と 着 い る る い し 考 
せ 他 生 よ さ こ の ま よ 。 て 作 え 
よ は の う せ ろ ， L 、 

う ま 済 な る が の   
他 進 て と 初 

の な な 上 に 。 
かる わ に 、 っ   

法 度 つ ら   
に衆生 他は菩をもっ 方 またの て 次 、 その す 、ま 運 @ @l デ す で 
て 薩 の 済 心 音 ・修行 すが 2 度 惜捉 方法 力 し Ⅰ ， 。 くべき べてを の初学 

る 出 う               で 讃 者 を   あ 美 が こ 

か工 、 覚傾を的 間 億本， ， 晴 L 、 る し も れ 
と 記 つ だ 

と る が 起 立 - の 説 得 べ け 

  六 -  ま さ 場 あ 
に た た せ は り     しき 、 ，ひ止 @C 
般 あ 提 る 衆 市 こ さ の め 
若 と 起 こ 生 に こ ら あ て 
空 の さ と を 通 に に り お 
  9 、 実 れ に 捨 ず 本 は 方 か 
想 、 践 る あ て る 当 そ や な 
と な に っ ず が   

教 ら 行   
化 を   経 @ の、、の関係力 保護す 至った た。こ が ま 勘 申 

に 王 。 こ ろ つ あ た 法 に 
に 突 い   度 践 て は ィり、 不 （ 也 など 

て の   教 か 一 捨 

い そ の あ ま 潜 れ 切 衆   真 つ ま が 以 を 生 
に な あ 外 一     意 が。 たで の る の 切 誓 

あ そ 考 と リ 衆 @ 
てか 衆 。 る し 察 考 の 生 の 
生 と て に え 人 に 成 
を 
済   就は る 。 々に 行な 

度 乙 実 て こ 諦 わ っ 

  る 践 い れ 接 せ ぎ 
7 日 号 よ は さ を し る の 
度 う 衆 さ 覚 知． べ 実 

生 体   
あ さ 

る れ 
こ ろ 

と ィ疹 

な 行 
教 と 
・ ん し 

  
こ 経 
こ は 
t@ """ /@ へ     
て 蜜 
作 を 
者 挙   
る 初学 。 
者 そ   
理 て 

払 的の 冊 こ 

理 人   
と 羅 
夷 蛮 
践 め 修 的 
休 行 
ヰ尋 @ こ 

と 必 
が 要 
同 な 

時 観 
に 法 
ヒ " ニ "  と   
せ て   
れ 一 
ん 旬 
こ 親 
と 象 
を は 
願 因 
つ 縁 

て 所 

(504) 

制
 悪
の
心
は
菩
薩
の
不
具
 
怯
 と
も
い
え
る
。
こ
の
心
に
 
立
脚
し
て
こ
そ
、
①
②
⑨
の
心
構
え
は
成
就
さ
れ
よ
 

う
 。
 い
ま
ま
で
の
内
容
が
具
 6
 



の
 誓
願
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
分
る
。
 

ま
た
シ
ャ
ク
ラ
神
が
魔
法
に
よ
っ
て
マ
ン
ダ
ラ
華
を
現
 出
し
、
こ
れ
を
如
来
に
散
布
し
て
言
っ
た
舌
口
薬
に
は
い
ま
 
の
こ
と
が
も
っ
と
 明
 

確
に
示
さ
れ
る
。
 

 
 

M
 
O
 自
ら
の
心
を
無
上
正
等
覚
へ
向
け
発
起
し
た
、
 ボ
 サ
ツ
 大
士
の
乗
物
に
の
っ
た
人
々
が
、
無
上
正
等
覚
を
 知
り
た
い
と
い
う
決
意
を
成
 

猫
就
し
 、
そ
の
あ
と
で
生
死
の
暴
 流
 に
生
れ
変
っ
て
 い
 る
す
べ
て
の
衆
生
を
円
満
な
彼
岸
に
渡
し
て
や
り
た
 い
 決
意
を
も
成
就
し
ま
す
よ
 

 
 
 
 

 
 

無
上
正
等
覚
を
証
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
必
ず
 
次
に
は
一
切
衆
生
済
度
に
向
（
  

 
 
 

 
 

般
 

い
、
専
念
努
力
し
、
済
度
が
成
就
さ
れ
る
よ
う
に
、
と
述
 べ
る
。
こ
の
シ
ャ
ク
ラ
神
の
誓
願
に
如
来
は
首
肯
し
て
  
 

-
1
-
 

2
 

土
工
等
覚
を
証
得
し
ょ
う
と
す
る
勇
気
あ
る
努
力
を
す
 る
 。
 

こ
の
例
に
よ
る
と
、
菩
薩
は
正
覚
後
の
衆
生
済
度
に
目
っ
 て
 、
自
分
を
種
々
の
形
に
変
化
さ
せ
、
そ
の
働
き
を
な
 そ
う
と
す
る
誓
願
を
 

立
て
る
。
そ
の
誓
願
を
成
就
す
る
た
め
の
努
力
を
す
る
 と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
自
ら
の
得
度
を
ま
ず
完
成
し
、
 そ
の
後
で
利
他
・
 
皮
他
 

う
に
考
え
 進
趣
 し
た
人
々
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 

処
と
 、
最
後
の
依
り
 処
と
、
 （
安
全
な
）
 
島
と
、
 同

 私
た
ち
は
無
上
正
等
覚
を
え
て
、
世
界
の
た
め
に
 鎧
と
 な
ろ
う
、
避
難
所
と
、
休
息
 

光
明
と
、
導
師
と
、
世
界
の
所
 帰
処
 と
な
ろ
う
。
 ヒ
と
い
 
っ
て
 、
ボ
サ
ツ
 
大
士
達
は
無
 

右
の
二
点
に
つ
い
て
経
の
説
述
を
ひ
ろ
っ
て
考
え
て
み
 ヰ
 
こ
、
 

・
ル
 

@
 
@
0
 

Ⅴ
 

Ⅱ
正
覚
後
の
度
 他
 
結
論
を
先
き
に
言
え
ば
、
無
上
正
 等
覚
へ
志
向
し
た
人
の
誓
願
は
正
覚
を
え
た
後
で
成
就
 さ
 れ
る
べ
き
で
あ
る
、
 

と
 般
若
経
 は
 述
べ
る
。
つ
ま
り
般
若
経
の
菩
薩
た
ち
の
 立
て
た
 度
 他
の
誓
願
は
正
覚
後
に
実
践
さ
れ
る
べ
き
も
の
 で
あ
る
。
次
に
「
八
千
 

額
口
中
の
例
証
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
 

0
 ス
ブ
ー
テ
ィ
 よ
 、
至
難
の
こ
と
を
な
す
 ボ
サ
ツ
 大
士
 達
は
世
界
の
福
祉
と
安
寧
の
た
め
に
、
世
間
に
対
す
る
 同
 情
 の
た
め
に
、
次
の
よ
 



@
 
お
 -
 

四
弘
誓
願
の
 
一
 原
型
と
さ
れ
る
文
を
見
れ
ば
、
も
っ
と
 明
確
に
正
覚
後
の
度
他
を
説
い
て
い
る
。
 

0
 
 （
輪
廻
の
流
れ
を
）
我
々
は
渡
っ
た
の
で
、
願
わ
く
 は
す
べ
て
の
有
情
が
（
そ
こ
を
）
渡
る
の
を
援
助
し
た
い
 。
我
々
は
自
由
の
身
 と
 

な
っ
た
の
で
、
願
わ
く
は
他
の
人
々
を
自
由
に
し
て
あ
 げ
た
い
。
我
々
は
（
す
べ
て
に
）
に
満
足
し
た
の
で
、
 願
 
 
 

満
足
さ
せ
て
や
り
た
い
。
我
々
は
つ
い
に
解
脱
し
て
い
 

 
 

こ
の
文
で
は
明
か
に
正
党
後
の
済
度
を
誓
願
と
す
る
。
 

白
 ら
 自
由
の
身
と
な
っ
た
。
満
足
し
た
、
解
脱
し
た
か
ら
 今
度
は
他
人
を
自
由
に
 

し
て
や
り
た
い
。
満
足
さ
せ
た
い
、
解
脱
さ
せ
た
い
。
 四
 %
 誓
願
の
原
意
は
、
 
白
 未
得
度
先
度
他
の
見
解
に
立
っ
 の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
 

う
に
自
ら
得
度
し
て
後
に
痩
地
を
な
す
意
味
の
も
の
で
 あ
っ
た
と
い
え
る
。
 

以
上
の
諸
 側
 で
分
る
よ
う
に
、
「
八
千
 
頚
し
宅
 二
万
五
千
 頒
 」
「
十
方
 頒
 し
に
お
い
て
も
同
様
だ
が
）
で
は
、
自
ら
 の
 得
度
後
に
衆
生
 済
 

度
の
誓
願
を
果
す
こ
と
を
教
え
る
。
自
ら
が
済
度
さ
れ
 る
 前
に
他
の
衆
生
達
を
済
度
し
尽
し
、
そ
の
後
で
自
分
が
 彼
岸
に
到
る
と
い
う
 考
 

え
 方
で
は
な
い
。
自
ら
正
覚
を
え
て
い
な
い
者
が
ど
 う
 し
て
他
人
を
済
度
す
る
手
段
方
法
を
も
ち
、
指
導
す
る
 智
 慧
 と
人
格
と
を
も
つ
こ
 

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
自
ら
泳
ぎ
方
を
知
ら
ぬ
も
の
が
 ど
う
し
て
溺
れ
る
人
を
救
助
出
来
る
だ
ろ
う
化
。
 

@
5
 
）
 

す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
と
 

技
術
と
を
習
得
せ
ず
し
て
、
ど
う
し
て
船
を
動
か
し
 乗
 客
を
安
全
に
目
的
地
へ
通
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
極
楽
 浄
土
は
そ
こ
に
行
っ
た
 

大
 だ
け
が
人
々
を
そ
こ
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
 る
 。
菩
提
の
味
を
感
得
し
た
人
だ
け
が
、
人
々
に
そ
の
味
 を
 伝
え
教
え
る
こ
と
が
 

で
き
る
。
無
上
正
等
覚
へ
の
心
を
起
す
こ
と
は
、
自
ら
 そ
の
正
覚
の
体
現
者
と
な
り
、
そ
の
後
に
人
々
を
そ
の
 正
 覚
へ
 導
く
こ
と
を
誓
願
 

す
る
行
為
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
 

㈲
正
覚
後
の
衆
生
済
度
正
覚
後
に
菩
薩
達
は
い
か
に
 
し
て
衆
生
済
度
を
な
す
の
だ
ろ
う
か
。
前
項
 側
 に
よ
る
 と
 、
正
覚
の
あ
と
 
鎧
 

（
（
Ⅱ
曲
中
 

ゅ
 
）
・
避
難
所
（
 か
 
a
r
a
 
セ
ゅ
 
）
・
休
息
 所
 
（
 
守
セ
ゅ
コ
め
 

）
 
最
後
の
依
り
 処
 
（
で
 
ゅ
 （
 
囲
鴻
づ
せ
 ・
（
安
全
な
）
 島
 
（
 
口
づ
 
Ⅱ
 
で
 ゅ
 
）
・
光
明
（
 巴
 。
 
カ
リ
 
）
・
 

導
師
（
 B
p
h
 
甘
回
ピ
の
屈
 

じ
・
前
婦
 処
 
（
 
雙
ヱ
 ）
・
な
ど
に
な
 り
 、
世
間
の
福
祉
安
寧
の
た
め
に
、
世
間
へ
の
同
情
の
た
 め
に
困
難
な
救
済
事
業
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般 

 
  

 

ザ
ツ
 
大
士
に
執
 
知
 さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（
安
デ
 リ
せ
緊
せ
 刮
目
 
す
 0
 宙
ゴ
が
 ㏄
田
田
 
づ
の
 T
 
 コ
ゅ
プ
い
 

Ⅰ
 

の
 の
甘
拝
 
く
曲
～
 
ハ
か
す
 下
が
の
 日
ヴ
 年
年
年
 ゴ
囲
ご
 す
㏄
 せ
 リ
コ
 丑
 ）
の
の
Ⅱ
 
セ
 ㏄
 ｜
 

 
  
 

離
た
 精
神
現
象
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
極
限
に
お
い
 て

は
無
分
別
（
Ⅱ
無
差
別
）
で
あ
る
。
こ
の
「
無
分
別
 で
あ
る
か
ら
一
切
の
法
は
 ボ
 

 
 

お
演
説
と
は
っ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
物
質
の
極
 

限
は
物
質
で
は
な
い
。
し
か
も
極
限
で
あ
る
か
ら
、
 そ
 れ
ゆ
え
に
物
質
で
あ
 。
（
 

召
 
9
 ）
 

 
 

さ
 す
る
菩
薩
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
方
便
を
成
就
す
る
た
 め
に
正
覚
を
う
る
ま
で
勇
気
あ
る
努
力
を
す
る
と
い
う
。
 経
典
は
こ
の
あ
と
個
々
 

ほ
 つ
い
て
説
述
す
る
が
、
全
体
の
所
説
を
検
討
す
る
と
 段
階
的
説
教
で
、
衆
生
の
切
実
な
問
題
の
解
決
か
ら
、
 高
 遠
 な
思
想
す
な
わ
ち
 般
 

若
 空
の
教
理
と
実
践
に
ま
で
 引
泊
 す
る
過
程
を
、
い
ま
 の
 八
つ
の
方
便
に
よ
っ
て
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
八
つ
を
 内
 容
止
四
 つ
 に
ま
と
め
て
 

考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
 

Ⅲ
 

鎧
 
・
避
難
所
と
な
る
理
由
 

正
覚
 徒
 に
 驚
 と
な
り
 避
穏
所
 と
な
り
済
度
に
努
力
す
る
 理
由
は
、
生
老
病
死
・
悲
哀
・
憂
い
・
哀
し
み
・
絶
望
な
 ど
 満
ち
る
ふ
れ
る
 

-
6
 

2
 ）
 
生
 

死
 界
か
ら
、
一
切
の
苦
し
み
を
忍
受
す
る
よ
う
に
 旺
血
 づ
け
ら
れ
て
い
る
悩
め
る
衆
生
迷
子
解
放
し
守
護
し
て
や
 る
 よ
 う
 に
奮
戦
努
力
す
 

-
 
抑
 ）
 

る
た
め
で
あ
る
。
 

一
切
の
苦
悩
を
除
去
し
て
や
る
苦
か
ら
の
解
放
と
 守
孔
と
 は
 、
一
切
衆
生
の
切
実
な
現
実
的
願
望
で
あ
る
。
こ
の
 願
望
を
満
足
さ
せ
る
 

の
が
正
覚
者
の
当
初
の
義
務
で
あ
る
。
い
か
な
る
深
遠
な
 内
容
の
教
義
を
説
い
て
も
、
手
を
さ
し
の
べ
、
直
接
 肌
 に
ふ
れ
、
受
苦
の
衆
生
 

た
ち
を
安
楽
に
し
て
や
ら
な
い
な
ら
ば
、
か
れ
ら
は
 深
吐
 爆
 な
教
義
説
法
に
は
注
意
を
払
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
直
接
 

  

聞
き
、
明
解
な
方
便
を
も
っ
て
速
か
に
解
決
に
踏
み
出
 す
べ
き
で
あ
 ，
 
0
 。
 

・
長
律
の
依
り
 処
 と
な
る
理
由
 

説
 

 
 

提
 

苦
の
原
因
と
な
る
も
の
は
、
物
質
に
お
け
る
現
象
 と 精
神
に
お
け
る
そ
れ
と
を
総
括
す
る
五
種
の
聚
り
に
 対
 す
る
心
の
執
わ
れ
で
あ
る
。
 

ト
 
上
口
 

 
 

正
覚
者
た
ち
は
執
著
を
は
な
れ
る
よ
う
衆
生
に
か
れ
ら
 

 
 



な
い
の
で
も
な
く
（
㏄
 

蚕
臼
 ヨ
安
 守
 q
d
p
 

ヨ
 ）
、
形
成
さ
れ
 
た
も
の
で
な
く
（
 
リ
コ
 
が
 
ヴ
 
目
結
七
の
方
 

q
d
p
 

ョ
 ）
、
定
着
す
る
の
で
 

も
な
く
⑧
絡
ま
 
母
ョ
 ）
 
、
 

永
続
す
る
の
で
も
な
く
（
 
い
 
の
の
旧
ユ
三
軒
 

ヨ
 ）
、
不
規
則
な
 
も
の
で
あ
り
（
 
笘
竜
泰
 の
 
田
 
ゴ
山
 

t
a
 

ヨ
 ）
、
生
起
さ
れ
る
の
で
 
も
な
く
消
滅
す
る
の
で
 

を
教
え
る
。
経
文
の
所
説
に
よ
っ
て
つ
ぎ
に
結
論
が
導
 き
 出
さ
れ
よ
 う
 。
 

日
 一
切
法
は
空
に
進
 
越
 し
て
、
来
た
の
で
も
な
く
去
っ
て
 し
ま
っ
た
の
で
も
な
い
空
と
 等
同
 で
あ
る
（
 ぴ
 
a
r
v
a
l
%
 

す
 ㏄
Ⅱ
（
 

コ
ゆ
吋
 
囲
い
㏄
 

｜
内
 
曲
 
ヱ
 @
 

F
 》
 
コ
 囲
い
㏄
（
 

良
 ゆ
村
叫
か
㏄
ー
の
 

館
 
日
ロ
 ブ
 ）
。
空
は
来
た
の
で
も
な
く
 
去
っ
た
の
で
も
な
く
（
リ
コ
リ
 的
緊
ゅ
日
ゅ
ぬ
 が
（
が
 

日
 ）
 、
 作
ら
 れ
た
の
で
な
く
作
ら
れ
 

㈹
導
師
・
前
婦
 処
 と
な
る
理
由
 

（
 
絃
 @
 

正
覚
を
え
た
者
は
、
 
色
等
 の
玉
繭
・
一
切
法
は
み
な
 不
 生
 不
滅
で
あ
る
こ
と
を
顕
示
す
る
た
め
般
若
を
も
っ
て
な
 し
 、
般
若
生
が
何
か
 

ら
プ
曲
 
Ⅱ
二
目
四
 

%
 
）
。
（
 

0
 
3
 
 

）
 こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
も
の
は
熟
知
さ
 れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
無
分
別
の
真
義
を
証
 得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

 
 

 
 

㈲
 

島
 
・
光
明
と
な
る
理
由
 

一
切
現
象
は
無
分
別
無
差
別
で
あ
る
が
、
そ
の
極
限
は
分
 投 さ
れ
て
い
る
（
 ロ
ぃ
 
（
 
@
n
n
 

田
コ
コ
リ
 
）
。
た
と
え
ば
、
「
最
と
 
 
 

き
な
湖
な
ど
の
中
で
、
水
で
隔
て
ら
れ
た
一
塊
の
土
 
地
 を
い
う
 1
 一
 （
 
ド
 
の
窩
の
ら
の
 
紛
目
年
曲
ヰ
の
 
1
 つ
 ㏄
 
ふ
お
圧
コ
コ
囲
ヴ
 
目
 の
せ
㏄
 
臣
ま
コ
ゆ
 
ら
Ⅰ
り
目
せ
目
 

 
 

の
よ
う
に
一
切
現
象
の
始
終
は
分
段
さ
れ
て
い
て
、
 

そ
 0
 分
段
は
無
差
別
で
あ
 

る
 。
こ
れ
を
寂
静
と
も
勝
妙
と
も
淫
薬
と
も
真
実
と
も
 無
 顛
倒
と
も
い
う
。
 

-
2
 

3
 
 

）
 し
た
が
っ
て
中
間
に
あ
る
一
切
の
現
 象

は
惑
乱
で
あ
り
、
 
虚
 

妄
 
・
 仮 実
で
あ
る
。
「
無
知
の
殻
 
膜
 」
（
㏄
 
ぺ
 日
せ
 ゅ
 ・
 
巨
ギ
 村
 。
 
毬
 ）
に
長
期
間
包
ま
れ
、
暗
闇
に
覆
わ
れ
て
い
る
 衆
 生
 た
ち
か
ら
、
「
す
べ
て
 

-
 
㏄
 @
 

 
 

口
す
 
い
 
村
岡
「
の
ち
）
を
智
慧
の
光
に
よ
っ
て
除
去
し
て
や
る
べ
 
き
で
あ
る
。
智
慧
の
光
 

に
よ
っ
て
暗
闇
の
虚
妄
・
 
仮
 実
の
世
間
は
照
 し
 出
さ
れ
、
 
真
実
・
偉
業
，
寂
静
な
ど
の
本
体
が
露
呈
さ
れ
る
。
 そ
 こ
に
は
智
慧
光
だ
け
が
 

満
ち
満
ち
て
も
る
。
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般若経における 菩提心読   註 
7 6 5 4 3 2 1   
ざ コ下日下コ 宙 

ぎ杏 3 。 杏ぎ 否さ   
  正 " 正 " 正 " 

  
大 
正 
  

    
        

中 。 

般
若
生
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
切
は
空
で
 あ
り
、
 
一
 

い
て
空
を
観
察
す
れ
ば
、
苦
を
見
る
こ
と
が
な
く
苦
に
 悩
ま
さ
れ
る
 

で
あ
る
。
こ
こ
に
般
若
経
の
度
他
の
本
質
が
あ
る
。
 

ハ
 
補
註
し
略
号
 
表
 

巨
の
ヰ
 

・
㌧
 
卜
ト
 

下
の
甘
 

い
の
臣
オ
い
 

の
「
 
ご
 ハ
ゆ
 
l
 
つ
Ⅱ
 
8
 目
臣
で
 

目
 Ⅱ
 
り
 
門
コ
 
@
 
田
岡
 

㌧
ぃ
田
 

n
.
 

㌧
Ⅱ
㌧
・
㌧
 

弗
か
 
。
 
ぃ
乱
 
ち
い
 
い
ヰ
ざ
 

倒
す
り
㏄
「
 

ぎ
い
 
つ
Ⅱ
 
ど
 田
岡
で
曲
Ⅱ
 

ド
ヨ
ざ
ゆ
 

ゆ
ぃ
 
（
・
㌧
「
・
 

弓
 

仏
画
山
体
 母 出
生
三
法
蔵
般
若
 波
羅
多
経
 

ゆ
 存
在
の
帰
趣
す
る
と
こ
ろ
は
空
に
他
な
ら
な
い
。
一
切
 存
在
に
お
 

こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
観
法
す
る
こ
と
が
般
若
 波
羅
 蜜
の
修
学
 

M
s
 

に
進
越
 す
る
。
 b
 

も
な
い
 G
 コ
目
（
口
リ
コ
コ
 

ゅ
ヨ
ゅ
ユ
二
辻
竺
 

ま
日
）
。
ま
た
 

「
欲
望
を
は
な
れ
た
も
の
」
（
が
 

ロ
 q
p
 

ヨ
田
守
）
、
「
造
 

ね
 め
な
い
も
の
」
 G
 百
曲
）
、
「
実
性
の
な
い
も
の
」
 

「
無
限
の
も
の
」
（
の
 

つ
曲
 
～
 
せ
ゅ
コ
 

（
㏄
）
・
寂
静
・
淫
薬
 一

切
法
も
空
に
お
い
て
無
分
別
で
あ
る
。
一
切
法
は
「
 無
 相
 の
も
の
」
③
三
三
（
（
の
）
 
、
 

作
 の
な
い
も
の
」
（
 麓
コ
 
が
す
三
紙
七
の
方
目
ぷ
）
、
「
生
起
し
な
 

い
も
の
」
（
㏄
コ
目
（
で
 

ゅ
隼
 
㏄
）
、
「
 
生
 

（
凹
ま
目
せ
 
斡
 ）
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
一
切
法
は
「
 夢
 」
（
の
 

v
a
 

ロ
コ
め
 
）
と
自
己
、
 

「
済
度
不
可
能
な
も
の
」
 
G
b
 （
 
u
d
 
ゼ
岸
 
Ⅰ
 臼
鼠
 8
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(20 一 270 一 a) 虚空無垢金剛 (2 い 270 ヰ ) 

執 金 剛 齢 草花利金剛童子 

執金剛善行                           

執金剛名聞 
町民執金剛 
寂静執金剛   
執 青金剛杵 
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臣
紫
 緑
色
）
の
 色
 な
り
。
 或
ひ
 

 
 
 
 

月
 
か
は
ま
た
 緑
 宝
の
如
し
。
首
に
衆
宝
の
冠
を
戴
き
理
路
 

を
も
て
身
を
荘
厳
せ
り
。
 
問
錯
 し
て
互
に
厳
 
節
 し
、
 広
 多

に
し
て
数
無
量
な
り
。
 
左
 

に
抜
折
羅
 （
 
v
 芭
 q
a
 

）
を
執
り
、
 

周
浸
 し
て
光
焔
を
起
せ
 
り
 。
金
剛
蔵
の
右
に
は
所
謂
 
忙
芥
難
 （
 
日
 刮
ヨ
 
が
ガ
 
Ⅱ
）
 
あ
 り
 、
 亦
堅
 慧
の
杵
を
持
 5
 

ラ 金剛手腕 

て そ 
よ う   

る - 
上 と 

記 現 

主 要の 因 
尊 尊 
を に     
示 てもに 
し そ   
文 名   
具 や 
吋 配 0 ロロ口 キ   
あ た 
る 尊   
て 異   
小 つ 

し て 
て い 

み て 

よも 
杢 ";" 
  
  
諸 
マ 

  
タ   
  
  
墓 
本 
  
  
  
底 
  
あ 
る 

と 

み 

の ， 9 、 想 

典
拠
は
不
空
 月
 女
神
変
真
言
経
、
大
り
 経
具
縁
見
 、
秘
 密
 マ
ン
ダ
ラ
品
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
中
央
部
主
要
 尊
 は
 A
 采
配
位
で
あ
る
。
 

 
 

a
 ）
に
説
か
れ
た
諸
尊
（
第
二
一
図
参
照
）
を
 
B
 系
配
位
 に
 、
ま
た
同
経
二
七
 

①
真
下
段
に
記
載
さ
れ
て
い
る
虚
空
無
垢
金
剛
以
下
 り
 各
 尊
を
概
ね
交
互
に
配
し
、
更
に
大
円
 経
 秘
密
マ
ン
ダ
ラ
 見
 所
説
の
各
尊
を
配
し
 

て
い
る
。
 

摂
大
軌
 。
 具
縁
品
 に
準
拠
し
た
 B
 采
配
位
。
特
徴
と
し
 て
は
金
剛
蔵
の
左
右
に
窓
 怒
持
明
尊
 と
し
て
 月
厭
 尊
と
 、
 隆
三
世
尊
の
二
尊
が
 

併
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
日
経
 具
縁
品
 で
は
 恕
 悠
峰
三
世
と
怒
悪
月
 膝
尊
 と
の
間
に
明
確
な
区
別
は
な
 か
っ
た
。
し
か
し
金
剛
 

頂
 経
の
思
想
の
流
入
と
と
も
に
金
剛
健
 埋
 の
 怒
怒
身
で
 あ
る
隆
三
世
と
、
大
日
経
金
剛
部
の
盆
悠
男
と
し
て
の
 月
 船
 と
は
 異
 る
と
の
自
覚
 

に
よ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
 

広
大
 軌
 。
 具
縁
品
 記
載
の
尊
を
中
心
と
し
た
 B
 系
 配
位
。
 そ
こ
に
普
通
真
言
 蔵
品
 記
載
の
尊
で
あ
る
一
切
泰
教
 者
 、
密
印
 品
 記
載
の
金
 

剛
 拳
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
 

胎
蔵
田
図
様
。
 具
縁
 品
及
び
秘
密
マ
ン
ダ
ラ
品
に
準
拠
 し
た
も
の
。
概
ね
 A
 系
配
付
。
 

以
上
現
図
以
外
の
金
剛
部
マ
ン
ダ
ラ
を
概
観
し
た
限
り
 に
お
い
て
諸
マ
ン
ダ
ラ
に
共
通
し
た
主
要
尊
は
金
剛
蔵
、
 忙
芥
雑
 、
金
剛
 針
 、
 

金
剛
 鎖
 、
 月
膝
 で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
金
剛
蔵
は
 執
金
剛
上
金
剛
手
上
金
剛
 薩
睡
と
 発
展
し
て
い
く
。
（
 基
 本
線
は
同
じ
で
あ
る
）
 



者
の
左
方
に
 は
 金
剛
 而
蝸
羅
 
（
 
4
p
 
一
 
～
 
ザ
か
 
Ⅱ
 
め
オ
ワ
 
p
-
p
 

）
 な
 り
 。
金
剛
鎖
を
執
持
し
、
自
邸
の
詔
使
 と
倶
 な
り
。
そ
の
 身
は
浅
黄
に
し
て
 智
杵
 

を
舶
向
 と
せ
り
。
 執
 金
川
め
も
と
に
 忽
悠
時
 三
世
あ
り
。
 六
 %
 を
催
 伏
す
る
も
の
に
し
て
、
号
し
て
 月
膝
尊
と
名
 つ
く
。
三
目
に
し
て
 四
 

牙
を
呪
の
し
、
夏
時
の
雨
雲
の
色
に
し
て
 阿
托
托
 （
目
口
 
甘
 ）
の
笑
声
あ
り
。
金
剛
宝
を
理
路
と
し
、
衆
生
を
摂
 護
 す
る
が
故
に
無
量
の
衆
 

囲
蓬
せ
 り
。
乃
至
百
千
の
手
に
衆
の
器
械
を
臆
 持
ず
 。
 こ
 の
 如
き
 牡
怒
は
廿
 蓮
華
の
中
に
住
せ
り
。
」
（
 
m
.
7
.
 
a
 ）
と
あ
る
。
こ
の
 文
 

  

「
大
智
は
一
切
の
願
望
を
満
た
す
も
の
で
あ
り
、
煩
悩
の
 闇
に
 対
し
て
の
光
明
で
あ
る
。
大
智
の
輝
く
世
界
は
人
 間
 本
性
の
珠
玉
が
顕
 

わ
れ
た
仙
界
で
あ
ろ
。
大
智
は
真
の
存
在
に
生
か
す
と
 こ
ろ
の
す
べ
て
の
母
で
あ
る
。
自
己
の
奥
深
く
潜
む
魔
性
 を
 調
伏
し
、
真
の
存
在
 

に
 至
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
し
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
金
剛
 部
の
 マ
ン
タ
ラ
は
こ
の
よ
う
な
思
想
を
表
わ
そ
う
と
し
 て
 組
織
さ
れ
た
も
の
と
 

見
る
こ
と
が
出
来
る
。
 

さ
て
そ
こ
で
、
現
図
の
配
位
と
特
性
に
眼
を
向
け
た
い
。
 

 
 

 
 

マ
ン
ダ
ラ
が
あ
っ
た
。
 胎
曲
 図
像
に
示
さ
れ
た
各
等
の
 多
 く
は
名
称
こ
そ
ば
 興
 っ
て
い
る
が
現
図
に
発
展
継
承
さ
 れ
て
い
る
。
第
三
図
の
 

胎
蔵
図
像
の
番
号
は
現
別
に
継
承
さ
れ
た
尊
で
現
図
の
 位
置
を
示
し
て
い
る
。
胎
蔵
図
像
の
後
で
組
織
ど
れ
た
 胎
 蔵
旧
 図
様
は
尊
敬
が
整
 

理
 さ
れ
主
要
時
に
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
。
現
図
に
あ
っ
て
 は
 胎
蔵
図
像
以
来
の
伝
統
的
な
思
Ⅵ
を
基
礎
に
 、
 経
の
 秘
密
マ
ン
ダ
ラ
品
を
生
 

か
し
て
歩
数
印
金
剛
部
の
尊
が
 配
 ざ
れ
て
い
る
。
そ
の
 配
位
に
つ
い
て
は
何
 %
 に
の
対
応
を
常
に
考
え
て
な
さ
れ
 て
い
る
。
 

観
音
院
の
構
成
は
忙
自
在
菩
薩
を
中
心
に
、
中
台
側
の
 第
一
列
を
最
重
要
尊
で
固
め
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
最
上
 部
 と
最
下
部
の
尊
は
 

中
心
尊
の
特
徴
を
よ
く
示
す
尊
を
配
し
、
そ
の
間
に
そ
 れ
ぞ
れ
性
格
の
閲
 連
 す
る
尊
を
充
当
し
て
い
る
。
第
二
列
 、
第
三
列
目
の
中
央
 尊
 

は
 第
一
列
の
中
尊
、
 観
 自
在
菩
薩
の
性
格
と
 宰
接
甘
明
 倖
 あ
ろ
叩
を
配
し
、
各
列
の
特
性
は
第
一
列
と
同
様
に
配
 し
て
い
る
。
金
剛
手
焼
 

(518) 

し
、
 
身
を
厳
る
に
理
路
を
も
っ
て
 す
 。
彼
の
右
に
は
 大
 力
金
剛
針
を
置
く
べ
し
。
使
者
 衆
は
囲
 達
し
、
微
笑
し
て
 同
じ
く
 胆
 仰
せ
り
。
 
聖
 
0
 

 
 



胎蔵 マンタ・ 

た 摂の 胎蔵 
菩 マ ③ 

マー 薩の ンダ 

所 月 " フ マ 

特 金 キ     
一 金 位     
示 の 金   
し 画 手 

て と 甘ニ 

い し 菩 
る て 湘 

。 大 が 

通 宝 八 
管 楽 っ 

l 院は 不空 Ⅰ 
  真 マ 

名 実 l 
仏 菩 マ 
母 薩 キ が 院 
と 配 は 

ロ、 ヂ さ 金   
れて るぃ院 手 
こ ろ で 

と 。 は 
と こ d   
侯 尊 消 

っ は 失 
て 金 し 

剛果 マ た 、 
l マ そ 
マ ン の 
キ ダ 代   
は 十 に 
金 穴 遍 
剛 菩 智 

都 塵         
全 と に 
  体 四 は 

61@ (519) 

も
 全
く
同
様
の
意
図
を
も
っ
て
配
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。
 

 
 

①
発
生
金
剛
部
、
最
下
 

位
 に
の
 怒
怒
月
膝
 
の
 屯
要
 尊
を
配
し
、
上
下
の
関
係
を
 考
慮
し
て
第
一
列
の
時
の
配
位
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
 一
列
の
中
尊
⑪
虚
空
無
辺
 

 
 

を
よ
く
示
す
 尊
 と
し
て
配
さ
れ
て
い
る
。
第
二
、
第
三
列
 の
上
下
の
関
係
は
第
一
 

列
 に
準
じ
て
い
る
。
金
剛
手
院
の
配
位
の
基
水
練
は
一
応
 こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
⑭
佳
熊
戯
論
、
⑳
 

  

 
 

記
載
の
尊
 と
 興
 り
 、
ま
た
他
の
胎
蔵
マ
ン
ダ
ラ
の
 各
 尊
と
 も
興
 
っ
て
い
る
。
以
下
 

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
 

現
図
に
お
い
て
の
変
遷
は
主
尊
の
交
替
か
ら
始
ま
る
。
 経
 の
 金
剛
蔵
は
金
剛
 薩
埋
 に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
金
剛
 薩
 垣
の
形
態
は
金
剛
界
 

マ
ン
ダ
ラ
に
見
ら
れ
る
鈴
杵
の
図
像
と
は
 興
 り
、
金
剛
 拳
 と
 三
役
杵
を
持
っ
図
像
で
あ
る
。
こ
れ
は
操
短
 擬
 経
か
 ら
 五
部
 心
 観
に
遡
り
 う
 

（
 
3
 ）
 

る
 系
統
の
尊
で
あ
る
と
さ
れ
、
金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
 と
 の
 対
芯
 上
意
識
的
に
配
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。
第
一
 列
 の
至
尊
が
こ
の
よ
う
 

な
 意
図
で
配
さ
れ
た
以
上
、
現
図
の
冊
庇
は
全
く
新
し
 い
も
の
に
な
っ
た
。
金
剛
 薩
 睡
の
配
置
に
よ
っ
て
そ
の
 座
 を
 奪
わ
れ
た
金
剛
蔵
は
 

虚
空
氏
院
に
移
り
、
金
剛
部
の
果
 徳
 と
し
て
そ
の
姿
を
 大
き
く
変
え
、
一
百
八
 腎
 金
剛
蔵
王
と
し
て
再
生
さ
れ
た
 

 
 

想
い
て
、
金
剛
 庄
 垣
の
性
格
を
最
も
よ
く
継
承
す
る
も
 の
と
し
て
上
方
①
に
発
生
金
剛
部
菩
薩
を
、
下
方
⑦
に
 忽
然
 月
厭
 菩
薩
を
配
し
た
。
 

畦
忽
 愁
眉
 願
 尊
は
大
日
経
疏
の
マ
ン
ダ
ラ
で
は
執
金
剛
 0
 巻
 属
 と
し
て
小
さ
く
配
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
金
剛
 頂
経
 系
の
思
想
の
流
入
に
よ
 

ウ
匹
 

判
 

り
、
金
剛
 畦
 睡
の
性
格
は
窓
 怒
 身
に
最
も
よ
く
 呪
 わ
 れ
る
と
見
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
に
 窓
 悪
月
 底
 尊
は
第
一
 
列
 の
 屯
芸
 -
 
印
に
昇
格
し
た
。
 

 
 

金
 

こ
こ
に
④
金
川
 薩
睡
 、
①
発
生
金
剛
 耶
 、
⑦
悠
悠
 月
 席
の
基
本
線
が
確
立
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
線
に
ふ
さ
  

 

 
 



 
 

密
 マ
ン
ダ
ラ
 品
 記
載
の
尊
を
充
当
し
て
い
る
。
 

の
 尊
を
も
っ
て
充
当
し
て
い
る
。
第
三
列
の
臼
我
の
否
定
 降
伏
の
線
に
つ
い
て
は
金
剛
牙
を
中
心
に
上
方
⑱
に
 金
 剛
輪
 特
金
剛
を
、
下
方
 

 
 

 
 

問
題
で
あ
る
。
秘
蔵
 記
 

に
よ
れ
ば
金
剛
手
院
の
尊
は
二
十
二
尊
で
あ
っ
て
、
第
一
 列
は
 佳
熊
戯
論
の
下
に
窓
 怒
月
厭
が
 配
さ
れ
て
八
専
 に
 な
っ
て
い
る
 0
 こ
の
こ
 

と
か
ら
考
え
る
に
現
図
の
前
段
階
に
お
い
て
第
一
列
の
 最
下
位
⑦
に
佳
織
戯
論
、
第
二
列
の
最
下
位
⑭
に
持
金
剛
 t
i
M
 

、
第
二
一
列
の
最
下
位
 

⑳
に
大
輪
金
剛
を
配
し
た
主
要
事
二
十
一
寧
 の
 マ
ン
ダ
 -
 
フ
 が
あ
り
、
ま
た
大
日
経
疏
か
ら
類
推
し
て
金
剛
 薩
埋
め
 使
者
、
 忽
 慈
円
 魔
 を
配
 

し
た
 マ
ン
ダ
ラ
が
考
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
が
 先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
金
剛
 蒔
埋
 の
 窓
怒
的
 性
格
が
ク
ロ
 ｜
 ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
 怒
 

悪
月
 厭
が
 第
一
列
最
下
位
の
重
要
 尊
に
 昇
格
し
た
。
 そ
 の
た
め
第
一
列
は
八
専
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
に
観
音
 院
 と
の
対
応
上
均
整
が
 

と
れ
な
く
な
っ
た
の
で
佳
熊
戯
論
を
右
に
移
動
し
、
 持
 

 
 

位
置
に
ず
ら
し
、
大
輪
 

金
剛
は
庇
主
伐
℡
の
金
印
曲
玉
の
 巻
属
 と
し
て
性
格
を
 新
 に
し
て
再
生
せ
し
め
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
 に
 第
二
列
及
び
第
三
列
 

最
下
位
尊
の
名
称
に
つ
い
て
は
二
尊
が
混
同
し
て
伝
え
 ，
 
ら
れ
て
来
た
。
そ
こ
で
最
下
位
専
の
図
像
を
見
た
。
そ
の
 結
果
、
第
二
列
最
下
位
 

（
 
4
 レ
 

尊
は
 佳
熊
戯
論
、
第
三
列
最
下
仕
 尊
は
 持
金
剛
 利
 と
な
 る
 。
 

次
に
第
二
列
の
中
央
 昨
 、
虚
空
無
辺
超
越
は
金
剛
 薩
睡
 の
 大
智
の
 冊
 き
が
、
空
の
無
辺
を
証
得
す
る
こ
と
を
明
か
 に
し
て
い
る
。
第
三
 

 
 

伏
 に
あ
そ
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
 空
証
 得
の
立
場
 か
ら
は
上
方
⑧
に
虚
空
 

無
垢
 特
 金
剛
を
、
下
方
⑭
に
は
持
金
剛
 利
 
（
 
住
 煎
鯉
 論
 に
伐
 る
）
を
、
某
本
線
と
し
て
、
モ
 %
 線
に
沿
う
よ
う
に
 秘
密
マ
ン
ダ
ラ
 界
 記
載
 

⑤
金
剛
 針
 の
忙
忙
に
は
持
金
剛
 鋒
が
伐
 っ
た
。
金
剛
 針
 は
 虚
空
 蔵
 院
へ
移
り
、
金
剛
蔵
王
の
巻
 属
 と
な
っ
た
。
②
 と
 ⑥
の
位
置
に
は
 金
 
）
 

 
 

剛
釣
 女
と
金
剛
 布
 の
三
苦
悶
が
配
さ
れ
て
第
一
列
 は
 
一
応
 完
成
し
た
。
さ
て
こ
こ
で
第
二
列
、
第
三
列
の
最
下
位
 尊
 ⑭
⑳
に
つ
い
て
み
な
の
 

0
 部
母
と
し
て
の
大
安
楽
不
空
真
実
菩
薩
に
発
展
解
消
し
 た
も
の
と
み
て
よ
い
。
 

6
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④
金
剛
 薩
睡
 
七
色
 

q
a
 

ふ
 ㏄
（
（
せ
 

い
 
右
手
三
股
、
左
手
金
剛
 拳
 。
密
言
、
真
如
金
剛
。
種
子
 
v
a
 

。
三
昧
耶
形
、
五
 

股
 杵
 或
は
三
股
。
 

金
剛
手
焼
の
三
尊
で
あ
る
。
先
に
大
日
経
 具
縁
品
 の
文
 +
 

 
 

性
 の
空
性
を
開
示
す
 

想
 
る
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
ま
た
経
の
秘
密
マ
ン
ダ
 

 
 

  

磯
密
 主
、
今
第
二
壇
を
説
か
ん
。
工
専
四
方
の
椙
な
り
 

一
切
妙
に
し
て
金
色
な
 り
 。
内
心
に
蓮
華
を
敗
 け
 。
 

引
台
に
キ
ャ
ラ
シ
ャ
（
帝
日
い
か
が
水
瓶
）
を
 
現
ず
 。
 光
 0
 色
は
浄
月
の
如
し
。
 亦
 大
空
 点
 を
放
っ
て
周
回
し
て
 自
ら
荘
厳
せ
よ
。
上
に
大
風
 

 
 

が
に
同
じ
く
し
て
而
も
三
角
の
形
を
作
 
せ
 。
三
角
を
 

色
の
印
を
表
わ
す
。
 

p
 ・
去
の
如
し
。
鼓
動
。
。
 

理
佃
 と
し
て
 玄
 

放
 っ
て
之
を
囲
ら
せ
、
 光
蔓
 相
同
普
し
て
 最
 朝
の
日
の
暉
 

せ
る
横
幅
の
 相
な
 り
。
至
点
 を
棚
峨
 と
せ
よ
。
其
の
上
 

  

0
 色
な
り
。
是
の
中
に
 パ
ド
 

 
 

か
マ
 
（
 
ロ
い
 
口
ョ
 
ゅ
 紅
蓮
）
あ
り
。
末
額
な
る
こ
と
猶
し
 

 
 

て
焔
暉
を
 発
す
。
持
す
る
に
 

 
 

咋
 字
の
声
を
以
っ
て
せ
よ
。
勝
妙
種
子
の
字
あ
り
。
 先
 仏
も
足
 れ
汝
が
 勤
勇
 の
 曇
奈
羅
 な
り
と
説
き
た
ま
え
 り
 。
 
」
（
 田
 ，
 綴
 ，
 b
 ）
 と
極
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二
 、
各
尊
の
性
格
 

会
主
要
 尊
 の
み
を
記
し
た
が
金
剛
使
者
の
移
動
も
行
な
 わ
れ
て
い
る
。
や
は
り
観
音
院
の
対
応
と
金
剛
手
腕
の
 美
  
 

え
ら
れ
る
。
③
⑩
⑰
及
び
④
⑪
⑱
の
下
に
配
さ
れ
た
 各
 尊
の
使
者
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
づ
っ
順
次
右
に
移
動
さ
せ
 
て
い
る
。
 

金
剛
 王
 も
そ
れ
ぞ
れ
右
に
移
動
さ
せ
て
い
る
。
 

現
図
金
剛
手
院
は
以
上
の
よ
う
な
複
雑
な
過
程
を
経
て
 組
織
さ
れ
て
来
た
。
一
見
本
経
の
大
臼
経
の
精
神
か
ら
は
 ず
れ
、
 

の
 諸
マ
ン
ダ
ラ
と
も
大
き
く
 呉
 る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
 各
 マ
ン
ダ
ラ
を
対
照
 し
 、
成
立
の
 い
 き
 さ
っ
 を
考
え
、
 各
 尊
 の
親
な
 

に
 考
え
る
と
き
、
原
図
に
は
ま
た
現
図
の
象
徴
し
よ
う
 と
す
る
新
し
い
金
剛
部
の
世
界
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
 以
 下
名
車
 の
 

て
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
き
た
い
。
 

の
た
め
と
 考
 

⑬
⑳
の
 
ソ
ン
 

ま
た
金
剛
部
 

配
位
を
静
か
 

特
性
に
つ
い
 



右
の
難
解
な
文
は
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
 大
 疏
 、
 義
 釈
を
見
て
も
明
確
な
説
明
は
無
い
。
や
む
な
く
 筆
 者
に
お
い
て
意
訳
を
試
 

み
て
み
よ
う
。
 

「
金
剛
部
の
マ
ン
ダ
ラ
を
説
く
。
金
剛
は
白
 
肛
柑
 ㏄
 亡
で
 あ
ろ
。
自
党
 智
は
 真
の
自
己
を
護
 る
 。
金
剛
杵
で
囲
ま
 れ
て
い
る
と
い
う
こ
 

と
は
自
己
を
姦
る
こ
と
』
三
思
 抹
 す
る
。
蓮
華
が
あ
る
と
 は
 内
心
の
清
浄
な
る
本
性
を
さ
し
、
水
瓶
は
 ニ
 が
な
人
格
 を
形
成
す
る
 
宝
性
 な
る
 

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
清
純
な
本
性
と
、
豊
か
な
 人
 格
を
育
む
 宝
性
 と
は
一
休
で
あ
る
。
と
も
に
自
己
の
内
 奥
 に
本
来
厳
然
と
 
在
 す
 

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
自
己
の
周
辺
に
は
嵐
の
如
き
 黒
千
 ポ
 が
ま
と
い
つ
き
、
闇
黒
の
世
界
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
 し
こ
の
黒
雲
の
中
に
も
 

愛
を
示
す
紅
蓮
華
が
あ
り
、
煩
悩
の
里
 釜
ム
を
催
 破
せ
し
 め
る
金
剛
が
三
角
の
火
焔
と
な
っ
て
輝
き
、
大
智
の
光
 と
 仕
っ
て
 、
 真
の
存
在
を
 

照
ら
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
自
己
の
存
在
は
自
我
 煩
 悩
の
黒
雲
に
閉
ざ
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
覚
智
の
光
は
黒
玉
 ポ
を
 照
破
し
、
実
相
を
照
 

見
せ
し
め
る
。
こ
の
働
き
こ
そ
が
大
悲
を
根
源
に
も
っ
 大
智
で
あ
り
、
金
剛
で
あ
る
。
」
と
の
趣
旨
で
あ
る
。
 経
 の
こ
の
精
神
を
金
剛
 薩
 

唾
で
 象
徴
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
 

経
の
普
通
真
言
 蔵
品
 に
あ
っ
て
は
金
剛
手
大
金
剛
無
勝
一
 
三
味
 に
 住
す
る
直
写
 ロ
が
 乱
が
れ
て
い
る
。
 

ヘ
之
 ゅ
ヨ
目
 終
日
 麓
コ
守
 せ
ど
㌫
 註
 七
の
の
 已
ザ
ヨ
ハ
ゴ
 岡
山
。
 

 
 

し
 奉
る
。
極
悪
な
る
 

大
我
愁
夢
 よ
 、
煩
悩
の
繋
縛
を
催
破
せ
し
め
 結
 え
）
 

由
郎
品
の
直
二
 @
 も
右
と
 同
様
で
あ
る
。
た
だ
 疏
 第
十
三
 で
は
 

<
n
a
 

円
鮮
 Ⅴ
を
解
し
「
猶
し
生
死
を
離
れ
て
大
空
に
 等
し
。
是
を
以
っ
て
 

能
く
之
に
対
敵
す
る
者
無
し
」
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
 

現
図
 抄
私
巻
二
 に
は
「
五
秘
密
 決
 金
剛
智
 作
に
 云
う
。
 金
 剛
薩
 睡
は
即
ち
 畢
 れ
普
賢
大
菩
薩
の
異
名
な
り
。
万
一
 切
 如
来
の
長
者
と
名
 

つ
く
。
 亦
 大
河
開
架
と
名
づ
く
。
金
剛
は
大
菩
提
心
の
義
 、
 薩
 睡
は
有
情
の
義
な
り
。
普
賢
の
行
 願
 を
も
っ
て
 自
 利
 、
利
他
悉
く
円
満
 す
 

(522) 

め
て
象
徴
的
に
説
か
れ
て
い
る
。
大
悲
胎
蔵
三
昧
耶
 マ
 ン
ダ
ラ
で
は
右
の
文
を
図
示
し
た
三
昧
耶
形
を
掲
げ
て
い
 る
 。
（
㈲
・
 
糊
 ）
さ
て
 

 
 

 
 



胎蔵 マンタラ 金 mu 

え 尊 
石 ら は 持 
困 れ 金 金   鋒菩 豊氏 ま 。 針菩 

は た 膿 腫   
成 金 位 名 
図 刑 置 は 

像鋭 、 は配意 に青 
胎 金 さ   寺 軌 剛針蔵旧ォ 改 丁、     

、 名 禁 法 
珪， と 名 手 
図 さ 、 @ 義 
と れ 三 軌           
マ た 金 る   
ダ 持 引 - で 
ラ 金 と あ る 同様 の 図 。 剛鋒   先日立 ヨヒ一 ・ 

を 会 神 名     
射 、 る て 
胎 金 の も 

せ 剛 で 尊 
ら 針   金 傷 : 

こっ れ 、 の三 針 脚 一 

こ 者 と い 
の は 同 て 
持 混 休 め 

金剛 同異記 さ紹述 
鋒 れ の は 
を て 尊 無   
出 た し 。 
の 。 て こ 

尊   
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展
開
し
て
金
剛
手
焼
の
冬
草
 が
 示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
 

想
 

味
 

⑤
特
金
剛
 鋒
 菩
薩
 せ
ゑ
卸
ぬ
 n
p
 

ロ
ア
 

囲
 （
 ロ
 

古
几
 

旧
 

密
言
、
 迅
 利
金
剛
。
種
子
。
 
ぎ
ョ
 。
三
昧
耶
形
、
 
架
 。
 

る
が
故
に
名
を
得
て
普
賢
菩
薩
と
す
。
 

又
 毘
盧
遮
那
一
切
 如
来
の
心
の
先
に
出
生
す
る
が
故
に
長
子
と
名
づ
 

b
 ）
と
あ
る
。
 

ま
た
図
像
を
見
る
に
右
手
三
股
、
左
手
金
剛
拳
を
示
し
 て
い
る
。
三
股
杵
は
金
剛
杵
の
発
展
し
た
形
態
と
 

抄
 で
は
仁
王
般
若
陀
羅
尼
経
を
引
用
し
、
「
手
に
金
剛
 杵
を
持
っ
は
内
心
に
大
著
 卍
を
具
ぅ
 る
を
表
わ
す
。
 

を
 表
わ
す
。
故
に
金
剛
手
と
名
づ
く
。
 

又
釈
に
 云
う
。
 一
 二
種
の
魔
の
破
壊
を
彼
ら
ず
に
、
菩
提
心
の
白
 休は
 

る
 
一
切
如
来
の
建
立
す
る
所
な
り
。
能
く
新
帝
の
三
逆
 を
 破
る
 ピ
 
（
㈹
・
㌍
・
 b
 ）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
 

以
上
の
諸
説
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
よ
う
に
、
金
剛
 薩
 坤
 の
 穏
 徴
す
る
世
界
は
自
我
の
迷
妄
を
打
破
す
る
 

の
で
、
自
己
の
内
面
に
対
し
て
は
菩
提
心
の
発
現
に
よ
る
 自
利
 証
 得
を
意
味
し
 、
 外
に
回
っ
て
は
衆
生
を
し
 

め
る
利
他
救
済
の
働
き
を
示
す
に
あ
る
。
金
剛
艇
庫
 
蕾
 」
口
 
@
 曲
 （
（
 
く
ゅ
 は
文
字
通
り
金
剛
の
有
情
で
あ
る
。
 

精
進
と
、
摂
化
方
便
の
覚
他
の
聖
行
と
が
一
体
と
な
り
、
 こ
こ
に
始
め
て
真
の
人
格
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
 

金
剛
と
称
せ
ら
れ
る
の
も
、
自
覚
覚
他
の
実
践
こ
そ
が
、
 人
間
存
在
の
究
極
の
真
理
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
 く

る
を
 得
 」
。
（
㈲
・
）
 

0
 泰
 ・
 

み
る
こ
と
が
出
来
る
。
自
室
 

外
形
は
諸
煩
悩
を
催
伏
す
る
 

堅
固
な
り
。
金
剛
智
を
成
ず
 

自
覚
智
の
働
き
を
示
し
た
も
 

て
清
純
な
本
性
を
開
示
せ
し
 

自
己
の
人
間
像
を
形
成
す
る
 

教
え
て
い
る
。
 密
 号
を
真
如
 

う
 。
今
こ
の
究
極
の
真
理
を
 



の
で
、
そ
の
 春
 属
も
大
き
く
変
え
て
、
金
剛
針
の
代
り
に
 特
金
剛
 鋒
 を
も
っ
て
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
 金
剛
針
は
虚
空
 畦
況
へ
 

転
出
し
て
金
剛
蔵
の
巻
尾
と
し
て
再
生
さ
れ
て
い
る
。
 

で
は
 先
づ
 緩
流
に
し
た
が
っ
て
金
剛
針
の
性
格
を
明
か
に
 し
 、
ど
う
い
う
点
が
持
金
剛
 
鋒
 に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
 か
を
み
 一
 
。
 
-
 
い
 き
た
い
。
 

金
剛
 針
は
 つ
い
て
は
大
疏
瓦
 
に
 
「
大
力
金
剛
針
を
置
け
 
、
 素
文
（
の
 口
ユ
 ）
を
訳
し
て
金
剛
 針
 と
い
う
。
一
波
 抜
折
 羅
を
持
ち
て
 
以
 っ
て
 標
 

峨
 と
な
す
。
此
の
抜
新
羅
（
 4
%
 母
 
金
剛
）
は
 足
 れ
 
一
 相
一
 縁
の
堅
利
の
憩
な
り
。
此
を
用
い
て
、
諸
法
を
貫
 
徹
し
て
・
通
ぜ
ざ
る
所
な
 

し
 。
故
に
金
剛
 針
 と
名
づ
く
な
り
」
。
（
㏄
・
 
滞
 
・
 a
 ）
 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
経
の
普
通
真
言
 蔵
 品
の
真
 @
 は
 次
の
通
り
で
あ
る
。
 

公
署
 め
ヨ
 目
の
帥
 ヨ
蓮
蕾
へ
ビ
卜
り
鼠
 七
の
㏄
（
 
蕊
 1
%
 
オ
の
 
（
 
日
 ㏄
 口
 邑
セ
の
串
す
 

入
ヨ
 つ
い
モ
め
ひ
 

白
コ
 く
曲
 
Ⅰ
山
色
の
の
 

せ
卸
 
す
 い
 Ⅴ
（
 繋
 
・
Ⅱ
 

c
 ）
 

（
諸
金
剛
に
帰
命
 し
 奉
る
。
一
切
法
を
鋭
利
な
る
智
を
も
 っ
て
貫
徹
す
る
金
剛
 
針
 の
 勝
願
よ
 ）
 

大
 疏
 第
十
に
「
針
は
是
 れ
利
皆
 の
 義
 な
り
。
 此
れ
 金
剛
 の
 如
く
な
る
鋭
利
の
智
を
以
っ
て
 、
 之
を
貫
達
す
る
に
 法
 と
し
て
穿
か
ざ
る
 こ
 

と
な
し
。
慧
を
以
て
法
性
に
達
す
る
意
な
り
」
。
（
㏄
・
 

M
.
a
 
）
と
説
明
し
、
 
義
釈
セ
に
 「
金
剛
針
は
正
に
是
 
れ
 菩
提
心
の
義
用
な
り
し
 

（
世
統
 工
 
・
㏄
・
 朔
 
・
 a
 ）
と
説
か
れ
て
い
る
。
経
の
密
 印
品
 の
 真
 舌
口
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
金
剛
 
針
は
 大
智
が
自
我
の
迷
妄
を
 

照
破
し
、
実
相
を
照
見
せ
し
め
る
。
換
言
す
れ
ば
 浄
菩
 捉
ふ
 が
他
者
に
対
し
て
利
他
教
化
の
働
き
に
あ
る
こ
と
を
 
 
 

で
は
持
金
剛
鋒
の
性
格
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
荒
君
 八
 せ
と
 （
 
り
的
 
（
の
 
曲
 プ
 ロ
紐
 Ⅴ
の
八
口
 帆
 （
 
ゅ
 Ⅴ
 ほ
 つ
い
て
は
 第
 
Ⅰ
 
突
 起
 、
主
領
、
最
高
 

と
い
合
意
味
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
金
剛
 針
 と
も
意
訳
 出
来
る
。
現
図
 抄
札
巻
 二
で
は
 
フ
 此
の
尊
は
発
心
猿
 利
の
 徳
を
主
る
故
に
 迅
 利
金
 

剛
 と
い
う
。
鉾
に
つ
い
て
は
柄
は
棒
、
上
は
鉾
な
り
。
 大
 国
の
軍
の
柄
を
も
っ
て
破
り
、
賊
を
退
け
る
兵
具
と
し
 て
 第
一
な
り
。
所
詮
 猛
 

利
の
徳
を
取
る
」
。
（
②
・
）
 0
 お
 ・
 a
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
 

以
上
の
よ
う
に
持
金
剛
鋒
の
性
格
は
全
く
煩
悩
 擢
彼
 の
 徳
 を
も
っ
金
剛
 針
 の
そ
れ
を
生
か
し
て
い
る
。
こ
の
煩
悩
 催
 破
の
徳
は
金
剛
 薩
 

(5 ぬ ) 

-
 
ニ
リ
 
）
 

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
大
日
経
で
は
金
剛
蔵
の
拳
尾
と
 し
て
金
剛
 針
 が
あ
っ
た
が
、
現
図
に
お
い
て
は
工
専
 が
 金
剛
 薩
 壇
と
英
典
し
た
 
6
 

 
 



 
 

で
あ
る
十
字
三
股
 
杵
に
 相
当
す
る
も
の
と
み
て
よ
い
。
 

金
剛
界
マ
ン
ダ
ラ
の
金
剛
挙
の
 

か
 
菩
薩
と
対
応
し
、
区
別
す
る
た
め
に
取
ら
れ
た
象
徴
 

で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
明
か
と
な
っ
た
よ
う
に
 

金
 剛
 拳
は
先
の
持
金
剛
 
鋒
 の
 猛
 

 
 

胎
 

利
の
徳
を
継
承
し
、
一
切
衆
生
の
煩
悩
を
催
破
し
 

、
実
 相
の
中
に
一
切
を
包
み
、
真
の
存
在
を
自
覚
せ
し
め
る
 

働
 き
を
象
徴
し
た
も
の
で
 6
 

ラ 金剛手続 

独 て   
なり る 。 
」 万 そ 

印は して（ そ 
78  の 註 
c 釈   

{C 

と「 あ 十 

はる 0 界 
同 
  
義 
ま ず 

  

打 
者 
ヰふ @@ 
  
切 
  
亜 J@ 主 @ 、 

l 亡 @ 
  
衆 
を 
  
  
す 
る 

@.@@ Ⅰ ん よ 

  

      

（     
昧 
  
    

ま ｜ 

十 
字 

0 周、 想、 

唾
の
特
性
を
発
展
さ
せ
て
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
 

⑥
金
剛
 拳
 菩
薩
づ
ど
 ぷ
 l
m
u
 
ゅ
 
か
 
や
 

密
号
 、
秘
密
金
剛
。
種
子
 
巨
旧
 。
三
昧
耶
形
、
独
服
 瓶
 磨
杵
 。
 

茂
名
目
色
 曲
 1
 日
口
吻
 
甘
 0
 
 
ョ
席
目
は
拳
の
義
の
他
に
 堅
 円
 無
比
の
義
が
あ
る
。
 浄
 菩
提
心
の
堅
固
友
二
小
す
。
経
の
 
密
印
 品
 に
は
次
の
真
 

言
を
掲
げ
て
い
る
。
（
普
通
直
喜
 
ロ
蔵
品
 に
は
な
い
）
 

八
区
が
日
 
菩
 総
ヨ
 ギ
 S
 
 
Ⅱ
 ど
繍
註
 七
の
吝
 0
 宙
ぢ
せ
呂
経
 終
 旧
す
き
 せ
 の
の
 

4
W
 

甘
ゆ
Ⅴ
（
 

B
 
.
 

穏
 ・
 b
 ）
 

（
普
き
諸
金
剛
に
帰
命
 し
 奉
る
。
三
毒
を
破
解
し
、
金
剛
 を
 生
ぜ
し
め
る
尊
 よ
 ）
 

大
 疏
 十
三
で
は
、
こ
の
真
言
を
唱
え
る
と
き
金
剛
 持
捧
 の
 印
を
結
ぶ
（
㏄
 ，
 ℡
 ，
 b
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
 義
 秋
千
 で
は
こ
の
尊
を
金
剛
 

槌
 菩
薩
 と
 名
づ
け
、
手
を
も
っ
て
「
 槌
 形
を
象
る
 也
 。
 挙
げ
て
右
辺
に
向
 い
欲
 瞑
を
打
っ
が
如
き
 状
 」
（
 卍
 ・
 続
 ・
Ⅰ
・
 ザ
 ・
㈹
・
 c
 ）
 

に
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
煩
悩
に
立
ち
 克
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

金
剛
手
院
の
金
剛
 拳
 菩
薩
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
右
手
 十
字
 杵
 、
左
手
金
剛
で
あ
る
。
現
図
 抄
私
 養
二
に
は
「
 此
 の
 尊
は
定
慧
の
手
を
 

も
っ
て
 拳
 と
し
、
心
に
置
く
。
 是
れ
 金
剛
 印
 な
り
。
 此
 の
拳
 印
の
内
に
十
界
の
衆
生
あ
り
。
こ
の
黒
業
を
撃
破
 す
る
十
字
一
役
な
り
」
。
 

（
②
・
）
 
0
 お
 ・
 a
 ）
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
自
宅
 抄
で
 は
 金
剛
奉
を
 八
せ
且
 
r
a
.
&
 

棚
在
ゅ
 
V
 と
し
、
三
昧
耶
形
に
 捧
 
（
 
音
 七
車
じ
を
示
し
 



あ
る
。
 

⑦
 盆
 愁
眉
 屋
 菩
薩
 

密
言
、
底
 羅
 金
剛
。
種
子
、
す
け
 旧
 0
 。
三
昧
耶
形
、
三
股
  
 

此
の
尊
は
金
剛
 薩
睡
 の
 恕
 怒
の
性
格
を
示
す
 尊
 と
し
て
 一
 
小
さ
れ
て
い
る
。
経
の
具
 縁
品
に
 
「
 怒
 怒
の
姿
を
し
諸
々
 の
 器
械
を
操
 持
す
 」
 

と
あ
る
に
対
し
、
 
疏
 五
で
は
「
 特
 金
剛
者
に
し
て
無
量
 の
門
の
大
勢
威
 猫
 を
 以
 っ
て
衆
生
を
摂
 護
 す
る
三
昧
な
り
 」
。
（
㏄
・
 鰍
 
・
 a
 ）
 と
 

説
明
し
て
い
る
。
こ
の
尊
の
普
通
真
言
 蔵
 品
の
真
言
は
 次
の
通
り
で
あ
る
。
 

八
 z
u
 
ヨ
 目
籠
ヨ
ロ
 コ
 落
せ
ど
 邑
鼠
 七
年
 ぎ
甘
由
 ち
で
 オ
笘
 

  

（
普
き
諸
金
剛
に
帰
依
 
し
 奉
る
。
大
悲
を
根
底
に
も
っ
て
 業
障
を
催
破
せ
し
め
る
 忽
怒
尊
よ
 ）
 

密
印
品
の
真
言
も
同
様
で
あ
る
。
右
の
真
言
の
主
要
部
 分
は
大
悲
の
心
を
表
わ
す
 種
チ
 
ハ
ア
 

l
H
 

ア
 V
 
と
大
智
の
 
盆
 慈
心
を
示
す
 
八
ゴ
目
旧
 

づ
ゴ
笘
 V
 で
あ
る
。
罪
障
を
否
定
す
る
 怒
 怒
の
働
き
は
、
 
大
悲
を
根
底
に
し
た
如
来
の
摂
化
救
済
の
働
き
で
あ
り
、
 一
方
大
悲
救
済
の
働
き
 

は
 小
な
る
自
我
の
殻
に
閉
じ
こ
も
る
限
り
、
 

盆
怒
催
破
 の
 働
き
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

こ
の
二
面
の
働
き
は
金
剛
頂
経
に
説
か
れ
る
降
三
世
明
王
 と
 同
一
本
誓
 と
見
徴
 さ
れ
る
。
王
導
 が
 金
剛
 薩
唾
 と
な
 
っ
て
展
開
す
る
現
図
 

金
剛
手
 焼
 に
あ
っ
て
は
金
剛
頂
経
思
想
の
流
入
に
よ
り
、
 

忽
然
 月
 厭
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
 尊
 と
な
っ
た
 

。
現
図
 

抄
私
巻
 二
で
は
 

忽
然
 月
 厭
を
説
明
し
「
 怒
怒
 と
は
止
草
隆
三
世
の
故
に
 窓
怒
と
 云
う
。
 月
庸
は
 
つ
い
て
は
、
月
は
東
方
の
大
円
鏡
 智
 な
り
。
膝
は
円
鏡
上
 

の
 三
毒
（
 貫
瞑
痴
 ）
な
り
。
意
は
本
有
の
浄
潔
円
鏡
の
面
 上
に
三
毒
の
浮
く
は
即
ち
こ
れ
厭
の
義
な
り
」
。
（
②
 

）
 0
 お
 ・
 c
 ）
と
述
べ
て
 

い
る
。
本
性
清
浄
な
る
べ
き
衆
生
が
煩
悩
の
阪
雲
の
中
 に
 曇
る
姿
を
表
わ
し
、
煩
悩
そ
の
も
の
は
本
来
空
無
な
る
 も
の
で
あ
る
こ
と
を
 示
 

そ
う
と
し
て
い
る
。
 

図
像
は
赤
運
上
の
怒
 怒
身
 で
三
目
、
二
手
拳
を
交
え
、
 

地
 の
 左
手
池
 股
杵
 、
右
手
三
股
戟
を
持
つ
。
 

赤
 蓮
は
大
悲
 の
心
を
も
っ
て
一
切
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ヘ
 Z
p
 
ヨ
 目
の
斡
 ヨ
麓
 
三
 %
 
 
つ
と
繍
 
コ
 %
 旧
 （
（
 
岸
 ㏄
（
 
ふ
ぢ
ち
ゼ
ゅ
 
旧
ま
 留
卸
ォ
囲
 
Ⅴ
（
 毬
 ・
 u
 
.
b
 
）
 

漫
 

（
普
き
諸
金
剛
に
帰
命
 し
 奉
る
。
煩
悩
を
殺
害
し
、
 無
垢
ね
る
本
性
を
開
示
せ
し
め
る
尊
 よ
 ）
 

畦
 

密
印
品
の
直
二
 
@
 も
 同
じ
で
あ
る
。
大
 疏
 十
に
「
 如
 々
に
了
達
す
る
が
如
く
、
 垢
障
浄
 除
し
て
無
勝
の
生
を
 得
 。
故
に
衆
母
と
す
。
無
勝
 

%
 
 に
し
て
生
ず
。
即
ち
こ
れ
諸
金
剛
を
生
ず
る
な
り
」
 

。
（
㏄
・
 棚
 ・
 c
 ）
と
し
て
大
智
が
諸
金
剛
を
出
生
す
る
 母
体
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
 

 
 

金
る
 0
 

 
 

 
 

奉
 は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
 梵
 名
か
ら
見
て
金
剛
を
手
に
 す

る
も
の
、
金
剛
を
持
っ
も
の
 

か
 
の
と
訳
さ
れ
る
。
金
剛
せ
と
（
 ゅ
は
 富
光
の
意
で
あ
 り
 、
稲
妻
の
閃
き
に
た
と
え
て
闇
黒
の
中
に
光
る
叡
智
 を
 表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
 

 
 

月
ム
 

ロ
 ま

た
内
面
の
鋭
い
自
覚
を
意
味
す
る
。
図
像
を
見
る
と
 左
手
は
三
股
を
胸
前
に
握
り
、
右
手
は
与
 願
 で
あ
る
。
 現
 図
抄
 和
春
 二
 に
は
「
 金
 
6
 

具
縁
品
 で
は
「
 堅
 慧
の
杵
を
持
ち
身
を
厳
る
に
 櫻
 %
 を
 も
っ
て
 す
 」
（
 

B
.
7
.
b
 

）
と
あ
り
、
大
 疏
 王
に
「
 此
 れ
は
 足
 れ
金
剛
智
 力
 

三
昧
を
出
生
す
る
謂
わ
ゆ
る
金
剛
三
昧
な
り
」
。
（
㏄
・
 

拙
 

a
 ）
と
説
い
て
い
る
。
普
通
真
言
 蔵
 品
の
真
言
は
次
 0
 通
り
で
あ
る
。
 

③
金
剛
手
持
金
剛
菩
薩
 せ
呂
 q
u
,
 

ぎ
の
 

蕾
セ
主
あ
 1
%
 
す
 r
a
 

密
 旨
 、
堅
固
金
剛
又
は
秘
密
金
剛
。
種
子
（
（
 

円
 
。
三
昧
耶
 形
 、
三
股
 杵
 

現
図
金
剛
手
防
で
は
、
金
剛
手
持
金
剛
菩
薩
が
 経
疏
蜂
 不
す
部
母
マ
｜
 
マ
キ
ー
の
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
。
 

さ
れ
て
来
た
。
先
の
配
位
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
 両
車
 は
異
る
 尊
で
あ
る
。
で
は
金
剛
手
持
金
剛
は
部
 母
 

性
格
を
継
承
し
て
代
置
さ
れ
た
か
、
 

先
づ
 経
の
 
7
 １
％
 キ
ー
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
 

そ
の
た
め
に
両
者
は
混
同
 

マ
ー
マ
キ
ー
の
い
か
な
る
 

し
て
聖
な
る
否
み
と
し
て
表
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
 

煩
悩
を
照
破
し
、
本
性
の
浄
心
を
開
顕
す
る
こ
と
を
 象
 徴
す
る
。
三
目
の
怒
慈
眼
、
 

独
股
 、
三
股
 我
 は
と
も
に
 大
 

る
 。
こ
れ
等
の
働
き
は
非
我
に
う
ち
克
ち
、
実
相
を
証
 得
 悲

の
働
き
が
自
我
に
 対
 

す
る
と
い
う
金
剛
 薩
唾
 

 
 

の
力
強
い
者
ギ
心
の
面
を
強
調
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
 



剛
薩
 睡
は
本
有
な
り
。
此
は
修
正
の
薩
 睡
 な
り
。
大
日
 
よ
り
金
剛
杵
を
受
け
る
が
故
に
 爾
か
 云
 う
 。
金
剛
不
壊
の
 故
に
密
号
は
堅
固
と
 云
 

・
）
 
0
 鵠
 ・
 b
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
 

マ
 ー
マ
キ
ー
は
般
若
が
無
垢
な
る
本
性
を
開
示
せ
し
め
る
 母
体
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
 

合
 金
剛
手
持
金
剛
は
 大
智
に
甚
き
、
一
切
 

の
 誘
惑
に
克
つ
勇
猛
 杓
 進
の
徳
を
力
説
し
て
い
る
。
自
利
 自
証
、
利
他
教
化
の
働
き
は
有
限
な
る
自
己
の
否
定
 克
 服
 に
あ
り
、
こ
の
 
盆
怒
 

克
服
が
金
剛
 薩
 睡
の
理
想
と
す
る
堅
固
な
 浄
 菩
提
心
を
 出
生
す
る
母
体
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

②
金
剛
 釣
 女
菩
薩
 4
 の
 一
 
n
w
 
づ
 洋
岸
 
の
 Ⅱ
 

密
言
、
召
集
金
剛
。
種
子
 巨
旧
 。
三
一
味
 
耶
形
 、
三
股
 鉤
 

秘
密
マ
ン
ダ
ラ
品
に
出
る
尊
で
あ
る
。
金
剛
界
マ
ン
ダ
 -
 
フ
の
 金
剛
 鉤
 菩
薩
と
同
一
性
格
と
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
 は
 東
門
を
主
り
 、
救
 

済
の
働
き
を
示
し
て
い
る
。
 

金
剛
 釣
 女
 菩
 曲
の
図
像
を
見
る
に
左
手
鉤
を
持
ち
、
 

右
 手
 与
願
印
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
鉤
は
大
悲
の
心
を
も
っ
 て
 如
来
の
世
界
に
引
 

き
 入
れ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
現
図
 抄
私
巻
 二
に
 
「
北
れ
 阿
閻
 の
 二
一
辮
鉤
召
 の
 化
 徳
を
主
る
が
故
に
金
剛
 鉤
 女
と
 云
う
。
愛
の
義
は
 

一
切
衆
生
を
敬
愛
す
る
な
り
。
北
れ
三
吉
鉤
の
群
集
を
辮
 ず
る
故
に
彼
女
の
徳
を
召
集
金
剛
と
い
う
。
女
に
は
 一
 切
の
男
来
る
。
…
…
 芙
 

女
は
招
か
ざ
る
も
 好
 醜
の
男
は
争
い
遂
 る
 」
（
㈲
・
 

P
o
 

耳
 の
 ・
 a
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
金
剛
手
持
金
剛
   

 
 

い
る
こ
と
を
明
か
に
し
た
も
の
で
、
大
悲
の
鉤
こ
そ
は
 貫
 瞑
 痴
の
三
毒
を
如
来
の
 

心
中
に
召
柴
し
、
大
智
出
生
の
主
体
と
し
て
更
正
さ
せ
 る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

①
発
生
金
剛
部
菩
薩
 
せ
ゑ
 母
方
 三
 0
&
 
ヴ
ゴ
 
の
せ
口
 

密
旨
、
不
快
金
剛
。
種
子
、
 

壷
旧
 。
三
昧
耶
形
、
一
般
  
 

秘
苗
 
マ
ン
ダ
ラ
品
に
金
剛
部
 主
 。
胎
蔵
図
像
に
金
剛
 族
 主
 と
し
て
、
ま
た
不
空
縄
索
神
変
真
言
経
に
は
東
方
 阿
閻
 如
来
の
巻
 属
 と
し
て
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ムロ H 

 
 

「
仲
キ
 提
心
は
 
一
切
法
に
 払
 い
て
 都
 べ
て
萌
佳
な
き
を
も
 っ
て
 、
 常
に
進
ん
で
万
行
を
修
し
、
大
神
通
を
起
す
」
。
 

（
 鞠
 ・
，
 
杓
 
，
 a
g
 と
 る
 
7
 

タ
，
 

 
 

密
号
 、
広
大
金
剛
。
種
子
、
 

ぎ
旧
 。
三
昧
耶
形
、
三
股
 杵
 。
 

 
 

 
 

 
 

(
(
 

 
 

虚
空
 歩
 執
金
剛
、
住
必
見
 に
 虚
空
遊
歩
執
金
剛
と
し
て
 
出
て
い
る
。
 大
疏
 一
に
は
 

金
剛
 種
 悦
生
の
名
が
出
て
い
る
。
こ
の
尊
は
古
く
か
ら
 東
方
金
剛
部
の
世
界
を
実
現
す
る
尊
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
 か
る
。
現
図
光
生
金
剛
 

部
菩
 弼
は
第
一
列
の
金
剛
 薩
 睡
を
中
心
に
考
え
、
金
剛
 の
 生
命
の
主
体
と
な
る
尊
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
金
剛
 薩
埋
 の
 忽
 怒
の
徳
性
を
 

示
し
た
最
下
位
の
盆
 怒
月
厭
 尊
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
 る
 。
つ
ま
り
、
 
忽
 怒
は
金
剛
の
生
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
 り
 、
ま
た
 金
 捌
の
生
は
 

忠
恕
を
通
し
て
働
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
ま
た
 金
円
 曲
 地
の
実
践
的
性
格
で
あ
る
。
 

合
 図
像
を
見
る
に
定
印
の
上
に
独
股
を
立
て
て
い
る
。
 現
 Ⅳ
 抄
 乱
世
 二
 に
は
「
 今
 此
の
定
印
は
九
界
と
之
を
習
う
 

印
 上
に
独
 股
 

を
 立
っ
る
は
 走
 れ
発
生
の
義
な
り
。
九
界
一
実
の
菩
提
 を
 立
つ
る
は
 足
 れ
仏
界
の
義
な
り
Ⅱ
（
㈲
・
 

ぃ
 0
 蕊
 ・
 a
 ）
 と
 述
べ
て
い
る
。
 

九
界
と
は
人
間
存
在
一
般
を
指
す
も
の
で
、
一
応
は
第
 十
界
の
仏
界
と
は
本
質
的
に
異
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
 九
 界
を
迷
界
と
し
て
 捉
 

え
る
限
り
は
煩
悩
繋
縛
の
主
体
が
存
す
る
。
こ
の
限
り
 に
お
い
て
仏
界
か
ら
の
大
智
の
現
わ
れ
は
忠
恕
と
な
っ
て
 対
時
 す
る
。
し
か
し
 煩
 

悩
 繋
縛
の
主
体
の
根
源
に
は
、
如
意
宝
珠
を
蔵
し
て
い
 る
 。
大
智
の
働
き
と
、
禅
定
の
証
 待
 と
は
対
立
を
融
即
せ
 し
め
る
。
大
智
は
自
我
 

を
 否
み
、
自
我
は
そ
の
 有
 根
を
開
き
、
 
寂
冊
 な
心
と
ね
 
る
 。
そ
こ
で
は
九
界
 は
 寂
静
 浬
弗
 と
な
る
。
自
我
否
定
、
 

窓
怒
断
 徳
は
方
便
と
な
 

り
 、
一
切
の
障
種
を
離
れ
た
生
を
得
る
。
も
早
や
 、
衆
 生
と
 如
来
の
区
別
な
く
、
根
源
の
世
界
に
生
ず
る
の
で
あ
 っ
て
、
発
生
金
剛
と
は
 

こ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
種
子
の
象
徴
す
る
言
語
道
 断
の
意
も
、
同
様
で
あ
り
、
宮
号
の
本
懐
金
剛
も
絶
対
 主
体
の
確
立
を
意
味
し
 

想
 

味
 

て
い
る
。
こ
の
金
剛
の
如
き
不
動
の
生
に
入
る
こ
と
 こ
そ
金
剛
 薩
睡
 に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
こ
 そ
 大
智
に
生
き
る
理
想
の
姿
 

朝
が
 示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
第
一
列
の
尊
を
 れ
 ・
 
っ
 た
の
 
で
 第
二
列
に
移
ろ
う
。
以
下
紙
数
の
都
合
で
要
点
の
み
 述
べ
る
。
 

 
 

釦
 

⑪
虚
空
無
辺
超
越
 菩
 睦
の
曲
内
館
・
 
w
$
 
（
 
斡
セ
 円
ガ
 
S
 ヨ
  
 

 
 



公
子
 日
目
紺
 日
付
 
コ
蕾
づ
 ℡
㌫
 コ
鋼
セ
 

Ⅱ
・
 b
 ）
 

（
普
き
諸
金
剛
に
帰
命
 し
 奉
る
。
博
 

大
 疏
 十
に
「
 い
口
 
（
の
 
田
 
ぎ
が
田
の
は
諸
の
 

よ
り
て
金
剛
の
縛
、
個
体
 密
 敵
な
る
 

図
像
は
左
手
準
部
。
右
手
金
剛
鎖
 

金
剛
鎖
は
虚
空
無
辺
超
越
の
思
想
を
 

意
味
し
て
い
る
。
 

サ
ハ
 
コ
ワ
ゴ
 

㏄
 す
い
 
コ
色
 
ゴ
 ㏄
せ
の
 
日
 0
 （
が
 
｜
 ～
（
）
 

0
 つ
い
せ
ゅ
せ
 

㏄
 一
 
Ⅱ
 
0
 リ
ヴ
す
 

㏄
 せ
 の
の
 

a
r
 

づ
 ㏄
 巨
目
で
団
計
 

ぎ
の
（
の
の
 

せ
 刮
目
 
岡
 Ⅴ
（
 穏
 ・
 

る
 上
に
縛
れ
、
牢
固
の
上
に
牢
固
に
せ
よ
。
金
剛
に
 生
 ず
る
も
の
よ
、
諸
に
無
能
 害
 な
る
尊
 よ
 ）
 

無
能
 害
 な
り
。
金
剛
宝
の
体
は
一
切
能
害
す
る
者
な
き
 が
 如
し
。
此
の
金
剛
の
体
性
を
識
達
す
る
に
 

が
 故
に
能
く
害
す
る
者
な
し
」
。
（
㏄
・
 
號
 ・
 c
 ）
と
記
 さ
れ
て
い
る
。
 

で
あ
る
。
こ
れ
は
浮
心
が
堅
持
さ
れ
、
煩
悩
が
縛
ら
れ
て
 い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 

う
け
、
空
は
主
体
に
と
っ
て
は
堅
固
な
 浄
 菩
提
心
で
あ
 り
 、
浄
菩
提
心
が
真
の
自
己
を
護
る
こ
と
を
 

り
 、
ま
た
現
図
 抄
私
 養
二
に
ほ
「
虚
空
無
辺
は
経
所
説
 の
 金
剛
を
虚
空
に
な
げ
る
と
云
 
う
に
肖
 る
。
 超
哉
は
広
 大
柄
 辺
 の
利
米
な
り
・
。
 

（
㈲
 ，
 ）
 0
 の
 o
.
b
 

）
と
述
べ
て
い
る
。
 

こ
の
虚
空
無
辺
超
越
菩
薩
は
第
一
列
諸
尊
の
徳
を
受
け
、
 金
剛
 薩
 睡
の
目
指
す
理
想
が
如
意
宝
珠
の
顕
現
で
あ
り
 、
そ
れ
は
主
体
の
空
 

の
証
 得
 で
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
 

金
 剛
 と
は
空
の
実
現
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
中
台
の
大
日
 0
 世
界
の
実
現
で
あ
る
 

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
二
列
の
諸
尊
は
こ
の
立
場
を
基
 礎
 と
し
て
、
金
剛
の
性
格
を
明
か
に
し
て
い
る
。
 

⑫
金
剛
 鎖
 菩
薩
せ
ど
ぶ
。
 か
ハ
セ
オ
ゴ
 

日
神
 

密
号
 、
堅
固
金
剛
。
種
子
 ぎ
旧
 。
三
昧
耶
形
、
金
剛
 鎖
 

大
 疏
 第
五
に
「
連
鎖
を
執
持
 す
 。
両
頭
は
皆
 抜
折
羅
の
 
形
に
作
れ
。
鎖
の
下
に
 亦
 二
の
女
使
あ
り
。
金
剛
 針
 の
 使
 者
 と
異
る
こ
と
な
 

し
 。
此
の
智
印
を
も
っ
て
一
切
の
剛
強
難
化
の
衆
生
を
 摂
 持
し
て
無
上
菩
提
を
退
か
ざ
ら
し
む
」
。
（
㏄
・
㈹
・
 

a
 ）
と
説
明
し
て
い
る
。
 

ま
た
普
通
真
言
 蔵
 品
の
直
二
 @
 は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 

(530)  72 



胎蔵 マンダラ金剛手院の 思想 

⑬
金
剛
 持
 菩
薩
せ
ど
 田
 ・
 
&
 す
の
（
 

ゅ
 

密
言
、
常
 定
 金
剛
。
種
子
、
目
 ち
 。
三
昧
耶
形
、
一
役
 杵
 。
 

秘
密
マ
ツ
ダ
ラ
品
に
金
剛
。
文
法
儀
軌
に
持
金
剛
菩
薩
 と
し
て
そ
の
名
を
出
し
て
い
る
。
普
通
 真
 舌
口
 
蔵
品
 に
は
 
一
 ゆ
特
 金
剛
の
名
の
も
 

と
に
次
の
真
言
を
掲
げ
て
い
る
。
 

八
 Z
 笘
ヨ
の
ゴ
 の
 
p
 ヨ
ゅ
巨
 申
せ
 臼
繍
コ
囲
 七
二
日
 ち
 
二
ロ
旧
す
 由
旧
 
菩
豊
づ
ゴ
里
弓
オ
卑
 
ざ
田
 
寸
 七
の
 4
N
 
プ
囲
 Ⅴ
（
 m
 
.
u
 
.
 
c
 ）
 

（
普
き
諸
金
剛
に
帰
命
 
し
 奉
る
。
自
我
を
否
み
、
大
空
に
 生
ぜ
し
め
、
諸
仏
の
世
界
に
生
ぜ
し
め
る
尊
 よ
 ）
 

大
 疏
十
に
 
「
金
剛
手
無
勝
三
昧
に
入
る
。
猶
し
金
剛
手
 
と
異
 る
こ
と
な
し
」
。
（
㏄
・
 

ル
 
・
 a
 ）
と
説
い
て
い
る
。
 
図
像
は
左
右
の
両
手
 

に
 猫
股
杵
を
持
っ
て
い
る
。
 

真
言
、
図
像
、
三
昧
耶
形
に
照
ら
し
て
こ
の
尊
は
利
他
 覚
醒
の
煩
悩
 断
 尽
の
働
き
に
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
 

そ
し
て
般
若
生
は
ま
 

た
 自
我
の
否
定
克
服
と
し
て
の
性
格
に
あ
る
こ
と
を
 明
 か
に
し
て
い
る
。
 

⑭
 住
無
 戯
論
菩
薩
戸
ロ
（
㏄
 
ち
ひ
コ
 
n
p
4
 
円
 
ゴ
囲
 （
 
円
 

密
言
、
 
ぬ
釜
思
 詩
余
 刊
 、
種
子
 す
甘
づ
 。
三
昧
耶
形
・
一
般
  
 

こ
の
位
置
は
本
来
特
金
剛
 利
 が
配
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
 、
秘
蔵
記
の
配
位
を
参
照
す
る
限
り
窓
悪
月
 屋
 が
主
要
 尊
 と
し
て
昇
格
し
た
 

た
め
に
第
一
列
最
下
位
 げ
 、
 住
無
 戯
論
が
綾
に
移
行
し
、
 
特
 金
剛
 利
 と
交
代
し
た
。
図
像
を
中
心
と
み
る
限
り
こ
 0
 位
置
の
尊
は
住
無
職
 

論
 で
あ
る
が
、
配
位
か
ら
み
て
持
金
剛
 利
 に
相
当
す
る
 
か
ら
伝
承
に
お
い
て
 両
 尊
は
混
同
さ
れ
た
。
佳
熊
戯
論
を
 も
っ
て
持
金
剛
 利
 の
 精
 

 
 
 
 

神
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
た
。
 

 
 
 
 
 
 

諸
説
不
同
 記
 で
は
 住
無
 戯
論
の
説
明
に
、
柱
心
見
沢
 を
 引
 圧
し
、
「
 譚
 ゆ
る
大
空
 恵
 に
住
す
。
縁
起
実
相
を
佃
ず
と
 謂
う
。
鯛
生
 無
滅
 、
 

 
 

不
断
水
 常
 、
去
来
一
異
に
非
ず
、
こ
れ
諸
の
戯
論
の
見
 る
と
こ
ろ
猶
し
 浬
 葉
の
如
し
」
。
（
Ⅲ
・
 

ロ
 
・
 c
 ）
と
あ
る
 。
こ
れ
は
第
二
列
の
主
 
7
 



秘
密
マ
ン
ダ
ラ
品
に
大
悪
、
胎
蔵
 図
拍
に
 執
金
剛
 げ
畏
 金
剛
と
し
て
名
が
出
て
い
る
。
現
図
 抄
巻
二
に
 
種
子
 
巨
 旧
巨
 七
ぎ
 旧
 （
三
件
 

字
 ）
に
つ
い
て
 涜
 明
し
「
 足
 れ
大
空
行
の
三
昧
な
り
。
 

三
字
 足
 れ
衆
多
の
義
あ
り
。
一
切
衆
生
の
多
き
こ
と
 金
剛
と
同
じ
な
り
と
 説
 

く
が
故
に
三
字
を
合
す
。
 

或
記
に
 
云
う
。
此
の
種
（
 字
 ）
 ほ
 三
つ
 共
怒
怒
 の
 義
 な
り
。
 x
 怒
怒
速
 疾
の
故
に
 
威
猛
 金
剛
と
云
う
」
。
（
㈲
・
 

お
臼
 o.
a
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
 

図
像
は
左
手
三
股
、
右
手
掌
を
二
判
 
に
 仰
ぐ
。
忠
 恕
 三
役
 は
 魔
性
を
調
伏
す
る
大
精
進
を
示
す
。
 

⑨
金
剛
 牢
特
 金
剛
菩
薩
の
中
 ヰ
ど
 q
p
l
 

年
 ゴ
 a
r
a
 

密
号
 、
守
護
金
剛
、
種
子
 
ぎ
旧
 。
三
昧
耶
形
、
一
般
。
 

秘
密
マ
ン
ダ
ラ
品
に
寂
然
と
記
さ
れ
た
尊
で
あ
る
。
 り
ヰ
 ℡
田
と
 甘
 a
 （
㏄
は
寂
静
金
剛
の
主
体
と
い
う
意
味
で
あ
る
 。
大
 疏
 十
六
に
 

然
 金
剛
は
寂
 放
 の
 義
 、
 浬
 磐
の
義
の
如
く
な
り
」
。
（
㏄
 

 
 

与
願
 で
あ
る
。
現
図
 抄
 

私
益
二
に
「
一
実
の
真
如
の
理
体
を
守
る
。
衆
生
は
迷
 要
 し
、
本
道
の
理
を
失
う
と
も
、
然
れ
ど
も
此
の
尊
の
本
 誓
は
衆
生
の
内
外
を
冥
 

如
 し
、
彼
の
真
如
の
宝
蔵
を
此
の
実
相
の
円
 珠
 と
と
も
 に
 守
り
、
永
く
退
転
な
か
ら
し
め
手
持
守
護
す
る
義
な
り
 」
。
（
㈲
・
 

p
o
0
o
 
.
 
r
 

）
 

と
述
べ
て
い
る
。
 

以
上
の
こ
と
か
ら
金
剛
 牢
持
は
怒
怒
特
 金
剛
の
煩
悩
 断
 徳
の
精
神
を
う
け
つ
ぎ
、
自
己
の
強
い
 昔
ギ
 七
に
基
づ
い
て
 、
疎
外
さ
れ
た
自
己
 

を
と
り
戻
し
、
本
性
の
浄
心
を
顕
彰
す
る
を
示
す
に
 あ
 る
 。
 

⑧
虚
空
無
垢
特
金
剛
菩
薩
の
曲
 ゆ
ゅ
コ
 
リ
ヨ
 リ
団
 。
 
v
 且
ふ
 と
 ゴ
簿
 Ⅱ
 
曲
 

  

口ナ l ）・ 

俺 ⑪ 憶 

号忽空 、 怒無 
城 持 辺 

温 金 超 
金 剛 越 

@@, m 円｜ 亡 。 @, エロ @ Ⅱ・ 士 粒 牲 。：。 ・ 1. 土 

        
昧 ギ 空 

  " の証 卵形、 巨 ゴミ㏄ 

    田守 ： @ 
  を 一 

  
小す 

尊 

と 

  
て 

配 
さ 

  
て 

  
る 
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胎
母
 
、
離
 
染
 金
剛
。
種
子
 

ぎ
旧
 
。
三
昧
耶
形
、
一
役
。
 

%
 宙
 マ
ン
ダ
ラ
品
の
虚
空
無
垢
、
柱
心
品
の
虚
空
無
垢
 

執
金
剛
が
こ
の
尊
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
諸
説
不
 

同
記
 
で
は
 
大
疏
 
一
の
 

 
 

は
 即
ち
こ
れ
菩
提
心
の
体
な
り
。
一
切
の
執
 

譚
 戯
論
を
離
 

れ
る
こ
と
 

浄
 虚
空
の
障
 

曲
 あ
る
こ
と
無
き
が
如
く
、
無
垢
 

無
染
 
、
 亦
 無
分
別
な
 

 
 

二
 に
も
同
様
の
説
明
を
 

・
 
P
o
 

き
 ・
 c
 
参
照
）
 

図
像
は
左
手
独
服
、
右
手
 

揚
掌
 
で
あ
る
。
こ
れ
は
菩
提
 

心
 が
一
切
煩
悩
を
貫
徹
す
る
大
智
の
働
き
に
あ
る
こ
と
を
 

示
す
。
第
二
列
の
主
 

尊
 、
虚
士
無
辺
超
越
再
開
の
川
 

出
 で
あ
る
空
を
白
ら
 

実
 現
す
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
空
こ
そ
は
 

主
 休
 に
と
っ
て
は
 

浄
 菩
提
 

心
の
開
顕
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
た
最
下
位
 

尊
 、
佳
熊
 

戯
論
の
徳
と
も
 

相
 呼
応
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

さ
て
こ
の
空
の
働
き
を
衆
生
と
の
係
り
に
お
い
て
今
一
度
 

観
る
と
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
は
り
有
限
 

な
 自
我
の
肝
 

彼
 と
は
 

  

 
 

 
 

タ
 あ
る
。
 

 
 

 
 

前
に
あ
る
。
三
股
牙
は
煩
悩
の
調
伏
を
意
味
す
る
。
 

こ
 
れ
は
煩
悩
調
伏
の
働
き
を
 

金
 

ム
ロ
 

且
 剛
 夜
叉
の
持
つ
惨
害
の
性
格
を
と
り
入
れ
て
、
第
二
列
 

の
 生
草
、
虚
空
無
辺
超
越
菩
薩
を
も
っ
て
象
徴
す
る
空
の
 

自
我
否
定
の
性
格
を
明
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密
号
 、
微
細
金
剛
。
種
子
 
ぎ
づ
 。
三
昧
耶
形
、
 掲
磨
弛
 壇
 。
 

⑳ 
持 

砂金 

  
ぴ
申
セ
曲
 

古
曲
 
隼
甘
麓
 
Ⅰ
㏄
 

蛮
骨
、
真
行
金
剛
。
種
子
 
ぎ
旧
 。
三
昧
耶
形
、
一
般
。
 

秘
密
マ
ン
ダ
ラ
品
に
青
金
剛
と
み
ら
れ
る
。
不
空
縄
索
 神
変
真
言
 経
 の
 執
 青
金
剛
。
 
何
闇
梨
 所
伝
の
青
金
剛
。
 
胎
 蔵
 図
像
の
執
青
金
剛
 

杵
 。
大
悲
胎
蔵
三
昧
耶
マ
ン
ダ
ラ
の
独
服
 杵
 等
々
 と
関
 速
 し
て
み
れ
ば
、
共
通
し
た
も
の
は
猫
股
 杵
 で
あ
る
。
 そ
 し
て
胎
蔵
図
像
の
執
 青
 

（
 
只
 
6
 
）
 

金
剛
杵
と
、
こ
の
 離
 戯
論
菩
薩
は
図
像
的
に
一
致
す
る
。
 

そ
こ
で
 離
 戯
論
の
源
流
は
青
金
剛
と
み
る
こ
と
が
出
来
 る
 。
 

し
か
し
荒
君
 Z
p
 

幼
で
「
㏄
で
が
 

臣
 。
 ゅ
づ
 
田
岡
（
 
千
つ
 と
 べ
曲
 
年
下
 
ゆ
あ
 は
 離
 戯
論
、
ま
た
は
佳
熊
戯
論
と
も
訳
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
 に
 諸
説
不
同
 記
 で
は
 

第
二
列
最
下
位
⑭
の
住
銀
戯
論
の
説
明
に
「
党
与
の
 笘
 a
 

 
 

c
 ）
を
出
し
て
い
る
。
 

（
 
7
7
 

）
 

ま
た
栂
 尾
 祥
雲
博
士
は
秘
密
マ
ン
ダ
ラ
品
の
住
 無
 戯
論
 に
 相
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
 

図
像
を
見
る
に
現
図
の
雄
戯
論
は
左
手
猫
股
、
右
手
 巻
 を
 胸
に
人
指
し
ゆ
び
を
伸
ば
し
て
い
る
。
ま
た
 住
無
 戯
論
 は
 左
手
 猫
 股
、
右
手
 

胸
 に
小
指
を
伸
ば
し
て
い
る
。
 

両
 尊
の
図
像
は
極
め
て
 類
似
し
て
い
る
。
現
図
作
成
時
に
お
い
て
 両
 尊
の
特
性
に
 つ
い
て
は
明
確
な
区
別
 

が
な
か
っ
た
と
見
ら
れ
る
 0
 た
だ
第
三
列
の
主
導
、
 
金
 剛
 牙
の
徳
を
発
展
し
て
示
す
 尊
 と
し
て
は
、
猫
股
を
持
っ
 て
 煩
悩
を
催
破
す
る
 尊
 

が
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
、
青
金
剛
の
系
統
を
ひ
く
 尊
を
無
 戯
論
菩
薩
と
し
て
配
し
た
と
見
ら
れ
る
。
現
図
 抄
 和
春
 二
 に
こ
の
尊
を
説
 

明
し
「
一
実
智
を
も
っ
て
諸
の
戯
論
を
離
れ
る
徳
を
主
 る
 尊
な
れ
ば
具
行
金
剛
と
い
う
」
。
（
㈲
・
・
）
 
0
 簿
 ・
 b
 ）
 と
 あ
る
。
即
ち
自
我
の
殻
 

を
く
だ
き
、
本
性
の
開
示
に
肉
迫
す
る
金
剛
の
精
進
を
一
 

下
 し
て
い
る
。
 

待
 と
な
る
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
 

⑬
離
職
 ぬ
珊
圭
且
瞳
 
2
 品
 口
 「
 
ゅ
 口
の
ひ
 

C
a
 

つ
 ぎ
 ゆ
 （
 
ぃ
 
1
 せ
 ㏄
ち
の
 
年
 す
の
（
 

斡
 

示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
夜
叉
の
持
つ
惨
害
 も
 、
大
悲
に
 裏
づ
 げ
ら
れ
た
利
他
摂
化
の
働
き
と
な
る
と
 き
、
そ
れ
は
金
剛
の
浄
 
6
 

 
 



か
 

金
剛
な
る
叡
智
の
主
体
と
し
て
生
き
る
こ
と
、
即
ち
 

ぴ
 

最
下
位
に
は
大
輪
金
剛
 
日
 生
面
 

l
n
p
 

寄
が
が
配
さ
れ
 
て
も
不
思
 調
 で
は
な
い
。
大
輪
は
自
我
の
殻
の
否
定
が
 

マ
ン
ダ
ラ
世
界
に
入
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
 

大
き
く
世
界
観
を
変
え
て
、
 

め
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑰
 澤
悦
特
 金
剛
菩
薩
ぎ
田
 薮
去
飴
一
 （
の
 
&
 ぎ
麗
 

 
 

金
 

マ
ン
ダ
ラ
の
配
位
か
ら
み
て
、
第
三
列
中
尊
は
金
 剛
牙
 、
最
上
位
に
は
金
剛
 輪
括
 り
 牛
 q
p
l
4
 
ど
 q
a
 

口
す
㏄
 

墨
 
が
 配
さ
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
 

 
 

報
 
金
剛
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
 

U
 

のせ、 想、 

秘
密
マ
ン
ダ
ラ
品
に
砂
金
剛
と
あ
る
。
胎
蔵
図
像
の
執
 

 
 

像
は
右
手
を
上
げ
て
 

猫
股
杵
を
示
し
、
左
手
は
怒
 怒
 三
股
杵
を
持
っ
て
い
る
。
 
現
図
 抄
私
巻
二
に
 「
此
の
尊
は
仏
の
内
証
の
理
智
を
工
 

る
が
故
に
持
砂
金
剛
 と
 

云
う
。
妙
は
理
智
深
妙
な
り
。
彼
の
深
遠
玄
妙
な
る
が
 

窓
怒
 三
股
は
定
な
れ
ば
折
伏
 暫
 が
 此
の
尊
に
具
す
る
を
 

以
て
の
故
に
左
 腰
 に
安
ん
ず
。
右
手
 池
 股
を
立
っ
は
 、
 君
 は
 慧
 門
の
授
受
な
り
。
上
に
一
実
智
を
も
っ
て
 
竪
 つ
 撲
を
引
く
 義
 な
り
」
。
 

・
）
 
0
 簗
 ・
 b
 ）
と
あ
る
。
 

こ
の
尊
は
鋭
利
な
形
を
も
っ
た
 窓
怒
 三
股
に
て
象
徴
さ
れ
 る
よ
う
に
、
煩
悩
 催
破
 を
そ
の
 彼
 と
し
て
い
る
。
 
貫
暉
 

 
 

伏
す
る
こ
と
が
、
自
己
の
世
界
を
転
じ
て
マ
ン
ダ
ラ
 世
 界
 に
入
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
れ
金
剛
牙
の
徳
を
発
 展
し
 、
大
輪
金
剛
へ
の
 

道
 と
な
る
。
 

⑳
特
金
剛
 利
 菩
薩
七
の
 一
 
（
 
a
g
q
p
 

Ⅰ
 オ
の
 
（
 
の
 

密
言
、
般
若
金
剛
。
種
子
 苦
旧
 。
三
昧
耶
形
、
三
股
。
 

第
三
列
最
下
位
尊
は
秘
蔵
 記
 に
ょ
れ
ば
大
輪
金
剛
の
位
 置
 で
あ
っ
た
。
佳
熊
戯
論
の
第
二
列
の
移
行
に
伴
っ
て
 、
 

 
 

置
に
伐
 っ
た
。
こ
の
位
置
を
譲
っ
た
大
輪
金
剛
 
日
 住
田
 -
c
a
 

ォ
 r
a
 は
金
剛
蔵
王
の
巻
 属
 と
し
て
高
成
さ
れ
た
と
み
 て
よ
い
。
こ
の
た
め
に
 

 
 

す
る
の
に
大
輪
金
剛
の
性
格
を
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
 持
 

  



の
 限
り
で
は
鋭
は
説
の
写
 誤
 で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
 
し
 か
し
第
三
列
の
金
剛
 牙
 と
金
剛
 輪
 持
と
の
間
を
結
ぶ
 尊
 と
し
て
考
え
た
と
き
、
 

果
し
て
金
剛
鋭
は
金
剛
 説
 と
し
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
 で
あ
る
。
大
悲
胎
蔵
三
昧
耶
マ
ン
ダ
ラ
を
参
照
す
る
と
、
 名
聞
と
し
て
五
段
を
出
 

  

  

O
O
 

し
て
い
る
。
そ
し
て
註
に
「
 或
 木
刀
辺
関
金
剛
」
（
石
山
 寺
本
㈲
・
 卸
 、
醍
醐
寺
本
㈲
・
 
姐
 ）
と
記
し
て
い
る
。
 
そ
 
し
て
こ
の
名
聞
の
向
 っ
 

秘
密
マ
ン
ダ
ラ
 

-
8
-
 

さ
れ
て
い
る
。
 
そ
 

る
 。
経
の
名
称
、
 

4
 目
せ
 り
 （
 
a
 
 に
は
 

口
ロ
Ⅱ
㏄
Ⅱ
 
ゆ
 仮
の
で
 p
-
 0

 
名
称
、
胎
蔵
図
像
に
執
金
剛
名
聞
と
し
て
出
る
尊
で
あ
 る
 。
栂
尾
祥
雲
博
士
は
金
剛
鋭
は
金
剛
 説
 の
 写
誤
 で
あ
 る
と
 

の
 理
由
と
し
て
 
4
%
 ゼ
緊
 ㏄
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
Ⅱ
 臣
ひ
ヨ
づ
 笘
ぬ
 「
の
む
の
 芯
 （
完
全
名
称
）
に
相
当
す
る
と
説
明
さ
れ
 

て
、
し
 

胎
蔵
図
像
の
名
聞
と
併
せ
考
え
一
応
青
首
出
来
る
の
で
 こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
。
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
公
表
す
る
の
意
が
あ
る
。
 

絹
 と
面
 
4
 ヒ
仁
 （
で
 
ひ
ヰ
庄
 Z
0
.
 宝
お
（
の
 q
0
 
）
に
揚
名
称
と
あ
る
。
。
 
コ
曲
 
コ
 
Ⅱ
 

Z
o
.
 の
 9
 
 丘
絆
 三
 %
 
 
（
美
名
称
）
 

ヨ
 ・
の
の
 
&
 ）
・
で
 俺
ゴ
由
笘
 告
之
 0.
 

の
の
お
・
せ
 

%
 
舌
蕾
 ・
名
称
揚
れ
る
の
意
が
あ
る
   

  

  

密
号
 、
文
通
金
剛
。
種
子
 
巨
旧
 。
三
昧
耶
 形
 、
三
股
。
 

⑯ 
金 
  
  
七 % 口 

薩 

セ
 ㏄
 甘
ひ
づ
 
山
村
 
ゼ
 ゆ
田
が
 

密
言
、
慶
喜
金
剛
。
種
子
 ぎ
旧
 。
三
昧
耶
形
、
一
般
。
 

秘
密
マ
ツ
ダ
ラ
品
に
 妙
住
 、
胎
蔵
図
像
に
善
行
金
剛
 と
 名
 づ
け
ら
れ
た
尊
で
あ
る
。
現
図
 抄
私
巻
二
に
 「
如
来
の
 自
 受
法
楽
の
徳
を
主
 

る
 故
に
 澤
悦
 と
い
う
」
。
（
㈲
・
）
 
0
 窪
 
・
 a
 ）
と
記
さ
れ
 て
い
る
。
 

図
像
を
兄
る
に
左
手
拳
を
腰
に
あ
て
、
右
手
掌
を
上
に
 し
 、
猫
股
杵
を
立
て
て
い
る
。
 

拳
 印
は
堅
忍
不
抜
の
昔
ギ
心
 を
も
っ
て
三
毒
（
 貫
 

 
 

を
 貫
徹
し
、
真
理
の
世
界
を
証
得
す
る
こ
と
を
表
示
し
て
 い
る
。
先
に
述
べ
た
 金
 

剛
 牙
の
煩
悩
調
伏
の
働
き
を
受
け
、
自
我
の
調
伏
は
か
 -
 
え
っ
て
自
我
の
真
相
を
諦
観
す
る
こ
と
が
出
来
、
衆
生
と
 如
来
の
絶
対
平
等
を
証
 

し
 、
自
己
の
行
は
如
来
の
行
と
な
り
、
如
来
と
成
れ
る
仝
 
昔
び
を
体
得
す
る
。
 
澤
悦
 特
金
剛
、
密
号
の
慶
喜
金
剛
も
 、
調
伏
の
喜
び
を
示
し
 

た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
 

(536) 7S 



 
 

小
 し
て
い
る
。
 

想
 

嘘
 

⑯
金
剛
 
輪
持
 菩
薩
 0
 柱
ぶ
去
 u
 一
 
（
 
p
Q
 
プ
が
 
"
p
 

 
 

め
の
徳
を
主
る
。
滅
罪
生
善
を
以
っ
て
木
と
す
る
故
に
 

・
）
 

0
 
簿
 ・
 a
 ）
と
あ
る
。
 

輪
の
名
が
出
て
い
る
。
現
図
 

抄
私
巻
二
に
 「
此
の
尊
 
は
 如
来
の
本
覚
な
る
転
法
輪
 

 
 

。
輪
は
正
に
金
剛
な
る
智
を
も
っ
て
深
く
人
生
の
種
々
 

相
を
諦
観
し
、
金
剛
の
主
体
 

 
 

と
し
て
 "
 
大
空
 "
 の
世
界
に
転
生
す
る
こ
と
を
示
し
て
 

い
る
。
こ
の
転
生
こ
そ
は
有
限
な
る
自
己
の
催
 

伏
 で
あ
り
 
、
こ
の
否
定
を
通
じ
て
 
79  (537) 

 
 

れ
を
更
に
お
し
進
め
る
勇
猛
精
進
こ
そ
は
正
に
 鋭
 て
あ
 る
 。
そ
し
て
ま
た
、
名
称
或
は
名
聞
と
あ
る
よ
 
う
 に
 自
 ら
は
金
剛
の
働
き
と
な
 

て
左
 

る
 。
 

そ
 

味
す
 

て
も
 

で
あ
 

 
 

図
 

密
 。
 

云
 う
 

O
O
 

に
 金
剛
猛
 と
 名
づ
け
て
、
極
め
て
鋭
利
な
三
股
の
よ
う
な
 形
を
出
し
、
「
 尾
棄
夜
多
 （
 
4
 戸
 せ
 w
d
p
 

）
 、
 経
に
 迅
利
と
云
 う
 」
と
記
し
て
い
 

こ
の
こ
と
か
ら
経
の
名
称
と
辺
利
の
間
に
明
確
な
区
別
を
 

o
0
 
0
0
 

欠
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 -

 
ハ
 
ン
 
）
 

こ
 で
セ
 田
 ㎏
 囲
 （
曲
に
つ
い
て
目
色
 的
 0
 ヱ
 0
 二
の
辞
 ま
 芭
を
引
い
 た
 。
無
数
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
 

4
 ど
 3
 曲
 守
ゼ
卸
 
（
曲
は
 無
数
の
金
剛
を
意
 

る
 。
一
切
が
金
剛
の
大
智
に
て
充
満
し
、
あ
ら
ゆ
る
 煩
 悩
が
 除
去
さ
れ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
亡
う
み
る
と
 金
剛
 鋭
 と
意
訳
し
 

誤
り
で
は
な
い
。
む
し
ろ
金
剛
 鋭
は
写
誤
 で
は
な
く
、
 
今
 
剛
手
 院
の
第
三
列
の
特
性
を
最
も
よ
く
示
し
て
い
る
 名
 と
も
解
さ
れ
る
の
 

O
O
 

る
 。
し
た
が
っ
て
古
来
の
伝
承
の
金
剛
 鋭
 と
金
剛
 針
の
 同
体
読
は
く
つ
が
え
さ
れ
、
ま
た
諸
説
不
同
語
の
 疑
 有
り
 

・
 お
 ・
 b
 ）
 

題
も
解
決
し
た
。
ま
た
諸
説
不
同
語
に
記
さ
れ
た
密
 旨
 刃
迅
 金
剛
は
金
剛
鋭
の
性
格
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
。
 

像
は
左
手
薄
上
三
股
。
右
手
三
業
 妙
善
印
 で
あ
る
。
 
三
 美
妙
善
郎
と
は
衆
生
の
身
口
意
の
三
業
が
、
金
剛
の
智
に
 よ
っ
て
如
来
の
三
 

即
ち
衆
生
の
行
は
そ
の
ま
ま
如
来
の
行
と
な
る
こ
と
を
 一
 
下
す
の
で
あ
る
。
現
図
 抄
私
 啓
三
に
は
「
精
進
勇
猛
の
徳
 を
 主
る
故
に
 
鋭
と
 

」
。
（
㈲
・
）
 
0
 簗
 ・
 a
 ）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
よ
く
こ
 の
尊
の
特
性
を
捉
え
て
い
る
。
金
剛
 牙
の
 
「
か
み
く
だ
 く
 」
 徳
を
 Ⅰ
 
ノ
け
、
そ
 



三
 、
結
 

ぴ
 

以
上
金
剛
手
院
の
主
要
 尊
 二
十
一
 尊
は
 つ
い
て
観
て
 来
 た
 。
金
剛
手
焼
の
配
位
、
或
は
各
尊
の
伝
承
に
は
様
々
な
 問
題
を
含
ん
で
は
い
 

た
 。
し
か
し
金
剛
手
院
の
各
列
の
中
央
主
導
、
及
び
 各
 列
の
上
下
の
尊
の
関
連
を
通
し
て
金
剛
手
院
を
眺
め
た
と
 き
、
そ
こ
に
は
金
剛
 薩
 

睡
 を
も
っ
て
象
徴
さ
れ
た
大
智
の
性
格
が
、
そ
し
て
 大
 智
に
生
き
る
理
想
の
人
間
像
が
、
 

精
敵
 な
思
想
体
系
を
も
 っ
て
説
示
さ
れ
て
い
る
 

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
大
智
の
世
界
は
開
け
ば
 二
 十
一
尊
を
始
め
無
数
の
金
剛
と
な
り
、
閉
じ
れ
ば
金
剛
 薩
 唾
に
 集
約
さ
れ
る
。
 
各
 

々
の
尊
も
、
ま
た
究
極
の
世
界
を
示
す
金
剛
 薩
睡
 も
そ
こ
 
に
 象
徴
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
大
智
を
も
っ
て
本
性
 を
 照
破
し
、
法
界
一
如
 

の
真
の
存
在
を
目
覚
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
而
し
て
ま
 た
 真
実
を
柾
得
し
た
も
の
は
、
未
だ
目
覚
め
ぬ
衆
生
に
 対
し
、
真
の
存
在
を
白
 

覚
せ
し
め
よ
う
と
の
覚
他
の
行
願
を
満
足
し
、
一
切
衆
 生
を
救
済
し
ゆ
く
如
来
付
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

  

尽
の
徳
を
示
す
南
方
 除
 薫
陸
院
の
思
想
と
連
り
、
ま
た
 
一
方
清
浄
な
る
 
宝
 ・
珠
の
開
顕
は
虚
空
 蔵
 院
の
栗
梅
 と
 連
り
 、
大
空
の
証
 得
は
 中
台
 

八
葉
の
世
界
の
実
現
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
 よ
 う
 に
現
図
金
剛
手
院
は
大
智
の
無
限
に
躍
動
す
る
世
界
 を
 端
的
に
示
し
た
も
の
 

と
 舌
口
え
る
。
 

註
 （

 
1
 ）
④
は
現
図
金
剛
手
院
の
位
置
を
示
す
。
第
一
図
参
照
の
 
こ
と
 

（
 
2
 ）
栂
尾
祥
雲
博
士
 

鼻
奈
 羅
の
研
究
一
五
九
頁
で
は
⑬
を
 拝
金
剛
 利
 、
⑳
を
大
輪
金
剛
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
図
版
六
六
 図
 に
お
い
て
、
⑭
 、
 ⑳
 

を
同
様
に
持
金
剛
 利
 、
大
輪
金
剛
と
さ
れ
て
い
る
。
大
正
蔵
経
 0
 図
 他
 部
の
諸
説
を
み
る
と
⑭
の
図
像
は
住
 無
 戯
論
、
⑳
は
 持
 金
剛
 利
 と
な
っ
て
 

い
る
。
出
典
は
胎
金
 マ
ソ
 ダ
ラ
 図
 
（
Ⅲ
・
 棚
 ）
。
胎
蔵
界
 大
 マ
ン
 ダ
ラ
 図
 （
Ⅲ
・
 嫡
 ）
。
胎
蔵
界
 大
 マ
ン
ダ
ラ
（
Ⅲ
・
㎝
）
。
 
三
 界
 マ
ソ
ダ
ラ
 （
㈹
 ，
 

す 
る 

  
  
  
ま 

ア， @ 
最 
- 戸 

  
尊、 

大 

輪金 

  
  
精 
  
  
  
  
  
ら @ 
み 

た配 

位 ユ 

  
手寺 

金 
  
    

と 

も 

相 
呼 
  
す 
る 
  
で 

  
る 

(538) 

真
に
マ
ン
ダ
ラ
世
界
に
入
る
こ
と
を
教
示
し
て
い
る
。
 金
 別
才
の
 催
 伏
の
徳
は
こ
の
金
剛
 輪
特
 に
生
か
さ
れ
、
 
胎
 蔵
 の
 心
蓮
 を
よ
く
開
示
 
0
 

 
 



胎蔵 マンダラ金剛手院の 思想 

鯉
 ）
。
胎
蔵
界
 大
 マ
ン
ダ
ラ
（
 真
別
処
 
・
⑥
（
Ⅲ
・
 鯛
 ）
。
 

大
 マ
ン
ダ
ラ
（
 宝
 菩
提
院
）
（
Ⅲ
・
 
鯛
 ）
等
で
あ
る
。
諸
説
不
 同
記
 、
現
図
 抄
私
 

の
 記
載
で
は
⑭
は
佳
熊
戯
論
と
な
っ
て
い
る
。
⑳
は
諸
説
不
 
同
記
 で
は
持
金
剛
 
利
 で
あ
る
。
但
し
話
説
不
同
 記
 で
は
此
の
世
   

り
 、
 梵
 名
は
 
4
 全
き
よ
井
ロ
と
い
う
（
Ⅲ
・
 甜
 
・
 a
 ）
と
こ
と
 わ
っ
て
い
る
。
 
目
図
抄
払
 で
は
大
竹
 
由
田
 と
し
て
い
る
。
所
思
 証
 理
を
主
る
故
に
 

大
輪
と
い
う
（
㈲
・
き
り
つ
・
 
c
 ）
と
記
し
て
い
る
。
秘
蔵
 記
 
（
 

 
 

は
盆
怒
 肩
摩
が
あ
 

る
 。
そ
し
て
第
二
列
の
下
位
に
持
金
剛
 利
 、
第
三
例
の
下
位
に
 大
輪
金
剛
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
胎
蔵
四
部
 窩
 軌
を
通
覧
し
て
み
 

る
と
 摂
大
軌
 、
広
大
 
軌
 に
は
記
述
無
く
 
昔
 籠
手
 軌
 
（
㈹
・
℡
 
b
 ）
文
法
号
 軌
 
（
㈹
・
℡
・
 a
 ）
に
は
金
剛
部
二
十
一
番
の
 記
 述
 が
あ
っ
て
大
輪
 

金
剛
は
虹
 

（
 
3
 ）
石
田
尚
豊
氏
、
恵
果
・
空
海
系
以
前
の
胎
蔵
星
祭
 
羅
 。
 東
京
国
立
博
物
館
紀
要
、
第
一
号
、
七
八
頁
 

（
 
4
 ）
前
掲
 書
 、
 セ
 三
頁
図
版
参
照
 

（
 
5
 
）
前
掲
 書
 、
 セ
 四
頁
図
版
参
照
 

（
 
6
 ）
前
掲
 書
 、
 セ
 二
頁
図
版
蓼
沼
 

（
 
7
 ）
栂
尾
祥
雲
博
士
、
 
量
奈
 羅
の
研
究
、
一
六
 0
 頁
 

（
 
8
 ）
 
-
W
 
%
 
一
 本
玉
 

目
 、
一
 -
 
ハ
 0
 
 
貝
 

（
 
9
 ）
付
し
船
の
臣
 
0
 コ
 一
 %
 ヒ
串
 ぎ
の
 ハ
コ
結
 
二
の
母
ヨ
ヨ
の
「
リ
コ
 
ロ
し
げ
 （
 
@
0
 
コ
ミ
 せ
 で
 ト
 ㏄
い
の
三
的
 す
コ
 年
ヨ
 す
 の
（
 

（
昭
和
四
十
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
（
奨
励
研
究
）
に
赤
く
 
研
究
成
果
の
一
部
）
 

81  (539) 



ハ
 
2
 ）
 

儀
 

も
そ
う
し
た
集
団
力
学
的
な
力
関
係
や
構
造
論
的
分
析
 の
み
で
充
分
と
は
い
え
ず
、
す
で
に
筆
者
が
拙
著
に
お
い
 て
 論
じ
た
よ
う
に
、
 
そ
 

83  
 

か
 

狂
的
役
割
を
果
す
も
の
と
し
て
大
い
に
こ
れ
を
推
進
 す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

 
 
 
 
 
  
 

し
か
し
、
宗
教
儀
礼
の
発
生
を
根
源
的
に
探
求
す
 る
 壕
舎
、
ま
た
宗
教
儀
礼
の
特
質
を
明
か
に
し
よ
う
と
 す
る
場
合
、
そ
れ
は
必
ず
し
 

の 一諾 石命 

（がらん （～ 円 Ⅰ p ト 

  
お 汀 

け ひ 

コめ 仁 るかか 0 ㏄ 

る 母 

曲 傾向 コ 。 
は 、 E の   
そ 宙 
れ 8 

自体Ⅱのの 片   
， り の 白 

百 日   

べ   
く 曲 ヰ 

e も Ⅱ 、 円 

  

Ⅱ また ト の 

どの 非難 

さ 

る 

べ 
  
も 

よ Ⅰ ん @ 

{ 、 

儀 
礼 
  
究 
  
現 

ハ
 
l
 ）
 

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
 

近
来
、
宗
教
学
が
一
般
の
学
問
的
風
潮
に
準
じ
て
著
し
 く
 社
会
科
学
的
に
傾
斜
し
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
ご
と
く
 で
あ
る
。
そ
れ
に
 
応
 

じ
て
そ
の
研
究
テ
ー
マ
も
ま
た
宗
教
の
観
念
や
理
念
の
 面
か
ら
行
動
や
表
象
及
び
そ
れ
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
機
能
 と
 構
造
の
面
に
多
く
求
 

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
儀
礼
研
究
に
お
い
て
も
 例
 外
で
は
な
く
、
儀
礼
の
ふ
く
む
観
念
や
そ
の
意
味
づ
け
よ
 り
は
、
儀
礼
の
も
つ
 構
 

追
約
性
格
や
機
能
的
価
値
の
鮮
明
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
 こ
の
こ
と
は
シ
ャ
プ
 ル
と
ク
 ー
に
よ
る
グ
ロ
ッ
サ
リ
ー
 に
も
あ
き
ら
か
に
認
め
 

  
儀
礼
研
究
へ
の
」
 
試
 
論
 。
 
，
 

申
 

 
 

竹
 



あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
 

こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
儀
礼
が
 

プ
レ
 

ま
で
も
詞
宗
教
的
な
慣
習
的
付
 

ス
と
 、
本
来
的
に
宗
教
的
観
念
 

ス
 と
で
あ
る
。
が
ち
ん
現
実
的
 

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
推
論
 

礼
の
全
般
、
た
と
え
ば
発
生
・
 

井
 る
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
 

ね
 、
か
っ
そ
れ
が
有
効
で
あ
る
 

係
 が
重
要
な
意
味
を
も
っ
も
の
 

て
は
、
こ
の
こ
と
が
い
え
る
の
 

一
般
に
宗
教
儀
礼
を
考
え
る
 

れ
は
な
ん
ら
か
の
宗
教
観
念
を
 

が
 
「
宗
教
」
儀
礼
で
あ
る
か
な
 

る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
信
仰
の
  

 
形
成
さ
れ
る
道
筋
に
両
様
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
 そ
の
一
つ
は
、
あ
え
て
非
宗
教
的
と
は
い
わ
ぬ
 

為
 が
制
度
化
さ
れ
、
 
儀
律
 化
さ
れ
、
権
威
化
さ
れ
、
 

聖
 化
さ
れ
て
宗
教
儀
礼
に
ま
で
成
形
さ
れ
る
プ
ロ
セ
 

を
 中
核
と
す
る
宗
教
的
動
機
に
よ
る
行
為
が
同
じ
く
 定
 理
化
し
、
 
儀
律
 化
し
て
宗
教
儀
礼
と
な
る
プ
ロ
セ
 

に
は
こ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
が
個
別
的
に
存
在
す
る
も
の
で
 は
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
相
即
的
に
お
こ
 な
わ
 

の
方
法
と
し
て
は
一
応
こ
う
し
た
二
系
の
プ
ロ
セ
ス
を
 認
 め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
宗
教
 儀
 

発
達
，
変
化
・
性
格
・
機
能
な
ど
を
考
え
る
場
合
に
は
 便
宜
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
か
か
る
作
業
仮
説
が
 

、
冒
頭
の
論
述
に
関
連
し
て
前
者
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
 
て
は
グ
ル
ー
プ
・
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
が
適
用
さ
 

が
 、
徒
者
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
は
宗
教
観
念
及
び
そ
 れ
の
体
系
化
と
し
て
の
教
理
・
 教
説
 と
の
相
即
 関
 

と
い
え
よ
う
。
と
く
に
仏
教
そ
の
他
高
度
に
体
系
化
さ
 れ
た
宗
教
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
儀
礼
に
っ
 ぃ
 

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

場
合
、
主
と
し
て
扱
わ
れ
る
課
題
は
成
形
さ
れ
た
そ
れ
 の
 構
造
と
機
能
の
問
題
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
 そ
 

中
核
と
し
乃
至
は
宗
教
意
識
を
基
調
と
し
た
定
型
的
行
 動
体
系
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
儀
礼
 

い
か
は
宗
教
観
念
乃
至
宗
教
意
識
の
存
否
い
か
ん
に
か
か
 わ
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
従
来
い
わ
れ
 

-
3
 
）
 

行
為
的
表
現
」
で
あ
る
。
信
仰
と
儀
礼
の
相
即
関
係
は
 拙
著
に
お
い
て
述
べ
た
ゆ
え
こ
こ
に
は
触
れ
ぬ
 

み と 

  
つ 士 乃 " 

て 教 
あ ィ義   
の と 
で は 
は そ 
な の 

    
問 お   
内 て 部 
牌 さ 

す 与 ら 

りつ @ こ 

典 、 い   
ヵ L  7 尋 

、 ら る 

  
あ は 
め そ 
6 0 

  
休 に 
的 な   
完 て 教   
Ⅱ 間 
文 -.  ホ - 
雙 ． そ 
双 の 

目 ・ 卍 
@C  ふ 

よ く 

る む 
と 体 
こ 的 
ろ 機 
大 椿 
で の 

(542) 

れ
は
人
間
の
内
部
に
本
来
的
に
具
備
さ
れ
た
心
的
要
因
 の
 
解
明
を
必
要
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
 筆
 者
の
い
わ
ん
と
す
る
こ
 

 
  

 



儀礼研究への 一 試論 

こ 同 者 数 に 慮 う る と なり ）（ ） 4 （ 3 （ ） 2 （ー） 一証 とに 時に カ の 、 理ヘ ま ら 一し こ 、 こと こと 

感 も 、 か の た れ と と は 
" な し ァ 宮 以下 二つ じ 「 宗牡 同 拙著・ りつ の ア なる 他方 わり アプ ねゴ @ ィ 也 る 、よ で で   

こ 冊 宗 0 あ は い i ア ら 一 す だ 

月 ニ     
る スに三五 。 0  号 兜巾 、 ぎ 2.   枠 こ た 方 と よ と て   
ン 井頁 音 、も とに組の え と がる であ 教理 い う 

中 よ ば る るとに も し   と っ 密   
人 民 プ Ⅰ   
字   か る 定着 て、 教に すな 筆者 よ、 を真   つ 0-o さ 一 お わ に そ に 図 
） ラ   
講 、 ノ   せ 方 け ち と の 理 式 
座 ス 

  
  Ⅰ。 信 は 教 理 て づ す が 

多 数 
  仰 教 相 を の れ る 許 

く 学   と 理 と 主 当 か た る 

門 の       遁 る 車 軸 面 を め さ 

傍 近   離 観 相 と の 理 に れ   
  

し 実 と し 関 解 は る   
  た の の て 心 す 教 と 

  究告 L が   単 宗 関 の は る 理 す 

  な 教 供 犠 と た と る 

見 め る 生 を 礼 く め 儀 な 
ら ら   らま 有機活の儀礼への こ役 ， 一 一｜ こま 社と １   主 う 的 ア 者 、 を   

  義 ち に プ に 相 相 こ 

に に 見 ロ っ 棄 却 れ 

そが れ、 お 定 な l い 的 的 か 

は そ 
ち 着 お チ て 関 に ら 

儀 の   二つ いる せし すこ と、 であ 係 に 研究 

研 尾 こ め と 儀 る あ せ の 
究 め と る で 礼 の る ね 事 
な 一 を こ あ を だ 他 は 柄 

く 文     が尊 回避 とが る 。 主軸 が の なら 

て 弓虫   せ で つ と こ っ な き 

宗 典 し き ま し の を い 出 

教 感 め る り て 場 も と さ 

学 を る と 両 の 合 老 い れ 

85  (543) 

決
勝
Ⅱ
山
蝉
（
 

蝉
甜
 
）
 
X
 
蜥
準
 
（
 
@
%
 

分
「
）
Ⅱ
 

蝉
温
 
雨
宮
 

蕗
き
 

X
 

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
極
め
て
粗
雑
な
が
ら
図
式
化
 し
て
み
る
と
 

が
 "
 こ
こ
で
提
言
し
た
い
こ
と
は
、
信
仰
の
も
う
一
つ
 

の
 表
現
と
し
て
の
「
教
理
」
と
儀
礼
と
の
相
即
に
つ
い
て
 

で
あ
る
。
高
言
す
る
な
 

ら
ば
、
宗
教
す
な
わ
ち
信
仰
を
中
軸
と
し
て
行
為
的
 

表
 現
 と
し
て
の
儀
礼
と
、
信
仰
の
理
論
的
表
現
と
し
て
の
 

教
 

 
 



歴
訪
 し
、
諸
 々
の
苦
行
に
身
を
捷
し
た
こ
と
は
い
わ
は
 一
種
の
試
行
錯
誤
ま
の
 宙
笘
ピ
桂
目
 q
0
 

（
と
い
え
よ
う
 

。
 聖
 ば
る
境
地
に
到
達
 

釈
尊
の
史
伝
の
上
に
そ
れ
は
明
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
 釈
 尊
の
出
家
丁
学
道
上
成
道
の
過
程
が
こ
れ
で
あ
る
。
釈
尊
 が
 出
家
し
て
 諸
師
を
 

(5*4) gS 
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儀礼研究への 一 試論 

一
 一
 

 
 

と
し
て
お
ら
れ
る
。
 

-
2
 
）
要
す
る
に
こ
れ
ら
 
ほ
 宇
野
博
士
 
の
 い
わ
れ
る
「
自
修
的
行
業
」
で
あ
り
、
対
自
的
な
苦
行
 

 
 

内
容
と
し
、
自
己
の
解
脱
を
主
と
し
て
神
霊
を
か
え
り
 

み
 ぬ
も
の
と
さ
れ
る
。
（
 

3
 ）
そ
れ
は
み
づ
か
ら
の
「
自
修
の
行
 

」
の
 階
程
 と
い
え
る
。
 

そ
こ
に
は
す
で
に
宗
教
的
目
的
に
到
達
す
る
た
め
の
 

コ
 ｜
ス
 が
あ
る
程
度
形
成
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
や
が
 

て
、
 正
し
く
目
的
に
 

到
達
す
る
た
め
に
は
コ
ー
ス
を
は
づ
れ
る
こ
と
が
許
る
 

さ
れ
な
く
な
り
、
そ
れ
ま
で
自
律
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
 

た
行
法
が
、
定
型
化
 

複
雑
化
に
と
も
な
っ
て
先
達
乃
至
指
導
者
の
指
導
を
必
 

要
 と
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
行
為
は
他
律
的
共
修
的
と
な
 

っ
て
く
る
。
つ
ま
り
所
の
 

定
 め
 コ
ー
ス
を
辿
れ
ば
あ
る
程
度
自
然
に
、
し
た
が
っ
 

て
あ
る
意
味
で
は
受
動
的
に
目
的
を
達
し
得
る
こ
と
に
な
 

る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
 
7
 

と
 同
時
に
コ
ー
ス
を
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
拘
束
性
 

と
 、
コ
ー
ス
そ
の
も
の
に
対
す
る
権
威
性
と
が
生
ず
る
。
 

真
言
に
お
け
る
十
八
道
 
8
 

  
一 

生
 
旧
 ・
Ⅰ
 

Ⅰ
 

 
 

対
治
 

十
二
因
縁
 
 
 

・
仏
身
 観
 

極
楽
世
界
観
 

  

単
 

 
 

定
 四
諦
と
こ
れ
に
 

類 
す 
る 

も 

  
  
  

す
る
た
め
に
色
々
と
創
意
工
 
風
 し
て
ゆ
く
非
定
型
的
自
 
径
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
釈
尊
に
よ
っ
て
ひ
と
た
び
得
 

ろ
 れ
た
 悟
境
 に
い
た
る
 迫
 

は
 、
そ
の
後
、
そ
の
教
え
に
し
た
が
 
ぅ
 何
人
か
の
人
々
 
に
よ
っ
て
く
り
か
え
し
追
行
さ
れ
、
漸
々
に
行
法
の
順
序
 

や
 内
容
な
ど
が
定
型
化
 

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
 

四
諦
・
八
正
道
・
十
二
因
縁
な
ど
の
思
念
な
り
、
禅
定
 
三
昧
な
ど
の
 
実
修
 で
あ
 

る
 。
松
濤
教
授
は
「
実
際
の
行
」
を
整
理
し
て
、
 



歩
い
の
で
、
そ
こ
に
神
人
の
仲
介
者
と
し
て
の
教
職
者
 

の
 存
在
が
、
宗
教
的
生
活
に
於
け
る
一
つ
の
重
要
な
現
象
 

を
な
す
の
で
あ
る
」
 

-
6
 
）
 

行
法
や
浄
土
宗
に
お
け
る
五
重
な
ど
、
あ
る
い
は
授
戒
 会
な
ど
の
儀
礼
的
性
格
は
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
 し
 た
が
っ
て
そ
れ
ら
は
 自
 

律
 的
な
修
行
の
階
程
か
ら
他
律
的
な
儀
礼
に
移
行
す
る
 中
間
的
な
、
儀
礼
変
遷
の
全
般
か
ら
い
っ
て
第
二
階
程
に
 属
す
る
も
の
と
い
え
よ
 

-
4
 
）
 

う
 。
と
く
に
仏
教
儀
礼
に
お
い
て
は
こ
の
 階
 程
に
お
い
 
て
は
 前
階
 程
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
諸
仏
の
勧
請
が
お
こ
 
な
わ
れ
る
場
合
が
多
 

い
 。
現
在
仏
教
 各
宗
 で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
勤
行
 弍
を
 見
て
も
、
天
台
、
真
言
、
浄
土
、
日
蓮
な
ど
の
 各
宗
 で
は
 諸
仏
諸
菩
薩
の
奉
 請
 

（
 
5
@
 

降
臨
・
召
請
・
 
迎
請
 が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
行
の
場
 に
 本
尊
を
勧
請
す
る
と
い
う
こ
と
は
対
自
的
 階
 程
か
ら
 対
 他
的
階
 程
へ
の
移
行
を
 

示
す
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
具
象
的
な
崇
拝
対
象
を
否
 冠
 す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
仏
教
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
 は
 極
め
て
重
大
な
事
柄
 

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
先
達
や
指
導
者
 が
 加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
儀
礼
の
人
的
構
成
は
自
他
土
 （
修
の
形
を
と
る
よ
う
に
 

な
っ
た
こ
と
も
看
過
し
得
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 

い
 づ
れ
 に
し
て
も
「
本
尊
勧
請
」
の
事
実
は
仏
教
の
行
か
ら
儀
礼
 へ
の
転
回
を
 う
な
 が
す
 

大
き
な
要
因
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
 う
 。
 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
定
型
化
さ
れ
 儀
律
 化
さ
れ
た
 士
 示
教
的
行
為
も
教
理
の
進
展
と
と
も
に
ま
す
ま
す
内
容
は
 複
雑
化
し
、
そ
の
手
 

っ
 づ
き
も
細
分
化
さ
れ
、
そ
の
実
 修
は
煩
鎖
 と
な
り
困
難
 と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
宇
野
博
士
は
次
 の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
 

れ
る
。
 

 
 

業
 、
身
分
、
血
統
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
行
う
人
物
 の
 範
囲
が
社
会
的
に
 

決
定
さ
れ
、
公
的
な
祭
儀
も
そ
の
種
類
に
応
じ
て
、
 家
 父
 、
長
老
、
族
長
、
国
王
等
そ
の
祭
主
と
な
る
も
の
が
 一
 足
 し
、
集
団
的
な
儀
 

礼
 に
は
所
役
の
分
担
に
つ
い
て
も
、
夫
々
 れ
 身
分
や
㌍
 枯
の
制
限
と
配
置
が
生
じ
る
。
か
っ
一
方
で
儀
礼
の
伝
統
 
 
 

り
 固
定
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
の
 実
修
 に
は
そ
の
 知
識
と
訓
練
、
及
び
祭
具
や
設
備
の
所
有
を
必
要
と
す
る
 の
で
、
そ
こ
に
一
つ
 

0
 社
会
的
分
業
か
ら
専
門
の
呪
師
や
祭
司
が
あ
ら
わ
れ
 

一
般
の
人
々
は
特
に
儀
礼
に
関
し
て
呪
師
や
祭
司
に
 依
頼
す
る
と
こ
ろ
が
 

(546)  88 
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つ
ま
り
儀
礼
の
執
行
は
一
般
人
の
手
か
ら
 専
 

の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
 他
修
 」
の
形
を
と
る
。
 

画
法
要
な
ど
は
こ
う
し
た
類
型
に
属
す
る
も
の
 

堂
は
内
陣
と
外
陣
と
に
両
分
さ
れ
て
い
る
の
が
 

と
し
て
内
陣
に
お
い
て
儀
礼
を
お
こ
な
 う
 の
で
 

の
で
あ
る
。
 

仏
教
儀
礼
の
現
在
的
定
型
に
い
た
る
 変
返
過
 

か
か
る
変
遷
の
理
由
は
宗
教
的
行
為
の
儀
礼
化
 

合
 、
こ
れ
を
単
に
儀
礼
そ
れ
自
体
の
内
 発
 困
に
 

が
あ
る
。
つ
ま
り
儀
礼
の
変
遷
は
そ
れ
自
体
の
 

と
が
予
想
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
 

門
家
 す
な
わ
ち
教
職
者
の
手
に
移
る
。
一
般
人
は
依
頼
 

者
と
し
て
傍
観
者
の
地
位
に
つ
く
 

現
在
日
本
の
寺
院
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
仏
教
儀
礼
 

の
 大
部
分
、
た
と
え
ば
葬
儀
，
 
年
 

で
、
日
本
の
寺
院
の
構
造
様
式
も
こ
う
し
た
儀
礼
を
お
こ
 

な
う
の
に
便
宜
の
よ
う
に
、
 
本
 

大
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
一
般
者
は
依
頼
者
と
な
っ
て
 

外
陣
に
坐
し
、
教
職
者
は
仲
介
者
 

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
仏
教
儀
礼
の
変
遷
の
第
三
の
最
 

終
階
程
 と
し
て
現
在
に
み
ら
れ
る
 

程
は
以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
ま
か
に
い
っ
て
三
つ
 

0
 階
程
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
し
て
 

そ
の
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
冒
頭
に
 
掲
げ
た
図
式
に
即
し
て
考
え
る
 
場
 

の
み
限
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
と
相
即
関
係
に
あ
る
 

教
理
の
変
遷
と
照
合
す
べ
き
必
要
 

内
因
に
よ
る
と
同
時
に
、
相
即
関
係
に
あ
る
教
理
か
ら
 

の
 外
因
に
も
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
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程修 形態三帰儀軌 l 話   
  他夫 翻 三帰 邪の １１ 念 儀 、 軌 %   問   供

 

。
 l
l
i
 

養
軌
 

か
は
定
め
が
た
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
 白
 四
瓶
 磨
 の
 受
具
 と
 和
尚
の
制
度
と
を
定
め
る
た
め
の
前
挽
 記
茸
 

わ
れ
る
三
帰
に
あ
る
と
 り
 え
よ
う
。
オ
ル
デ
 

-
 
Ⅰ
）
 

が
、
佐
藤
 留
 雄
博
士
に
よ
れ
ば
釈
尊
在
世
に
 

圧
麦
 具
 、
つ
ま
り
釈
尊
自
身
の
「
来
れ
比
丘
 

た
 。
し
か
し
、
弟
子
の
数
も
多
く
な
り
、
そ
 

を
入
団
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
こ
に
 

に
剃
 愛
し
、
袈
裟
を
著
け
て
、
仏
に
帰
依
 し
 

た
て
ま
つ
る
の
三
帰
を
三
唱
せ
し
め
る
こ
と
 

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
大
捷
 度
 の
 記
 ン

ベ
ル
グ
に
よ
れ
ば
、
三
帰
の
成
立
は
仏
滅
後
と
さ
れ
る
 
る
 

あ
っ
て
は
、
釈
尊
の
ひ
き
い
る
僧
団
に
入
る
に
は
 善
 采
地
 
比
 

よ
…
 @
 」
と
い
う
認
可
の
呼
び
か
け
を
得
れ
ば
よ
か
っ
  
 

れ
が
各
地
に
散
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
そ
れ
ぞ
れ
の
弟
子
 
子
 

一
定
の
方
式
が
必
要
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
…
…
愛
者
 

者
 

た
て
ま
つ
る
 、
 法
に
帰
依
し
た
て
ま
つ
る
 、
 僧
に
帰
依
し
 
し
 

に
定
め
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
佐
藤
博
士
も
述
べ
 
べ
 

述
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
史
実
で
あ
る
か
 否
 
否
 

い
て
は
 接
 会
を
得
て
考
証
し
た
い
。
 

 
  

 

（
 
6
 ）
宇
野
円
空
・
宗
教
㌍
・
一
二
一
三
 

｜
 四
頁
、
の
 す
 の
 
つ
三
 ㏄
 目
 Ⅰ
の
 

0
0
 

目
一
 
㌧
ユ
目
主
で
仔
の
。
 

小
 ン
コ
 侍
オ
 
Ⅰ
。
で
 

0
-
0
 

幅
 Ⅱ
 ，
 Ⅰ
㌧
・
 
聴
つ
ト
，
下
 

つ
り
・
 
肚
つ
 
Ⅱ
 

(
 
騒
 
8
)
 

一
 

儀
礼
と
教
理
と
の
相
即
世
 係
 を
そ
の
変
遷
過
程
を
由
・
 心
 

と
し
て
あ
と
づ
け
る
の
で
あ
る
が
、
一
概
に
仏
教
儀
礼
と
 い
っ
て
も
そ
れ
は
 余
 

り
に
も
 荘
漠
 と
し
で
い
る
ゆ
え
に
、
こ
こ
に
は
左
図
の
よ
 う
に
四
つ
の
事
項
に
限
っ
て
こ
れ
を
み
る
こ
と
に
す
る
  
 

三
帰
 

仏
 

観
仏
生
仏
 
養
仏
 

原
始
仏
教
々
 
団
 、
と
く
に
在
来
の
煩
雑
な
形
式
的
儀
礼
 主
義
を
脱
け
出
る
こ
と
を
 標
傍
 し
て
出
発
し
 

倉
庫
 念
往
 余
接
 患
 

 
 

会
議
 

答
養
た
 
仏
陀
在
世
教
団
に
お
い
 て
 、
い
く
ら
か
で
も
儀
礼
ら
し
い
も
の
の
萌
芽
は
 、
入
 回
 に
当
っ
て
お
こ
 
な
 



 
 
 
  
 

 
 

、
 
湯
を
焼
し
 
亡
を
 浴
し
 浄
髪
す
 。
安
名
 し
 、
三
帰
五
戒
 を
 授
く
」
 

 
 
 
 

瑠
 

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
三
帰
は
他
律
的
に
「
与
え
 ，
 り
 れ
る
」
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
儀
礼
の
第
三
階
 程
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
 

 
 

 
 

 
 

亡
 
の
よ
う
に
し
て
、
ひ
と
し
く
三
冊
で
あ
っ
て
も
、
修
道
 の
た
め
、
宗
教
的
清
浄
の
た
め
、
そ
し
て
他
律
的
に
与
 え
ら
れ
る
も
の
と
 変
 
9
 

の - 試論 

と   
の - 「 

小知り、 
℡ ヰ ""@ じ Ⅱ 
4 田の 目 巾 曲 。 
/@ Ⅰ 孝女 

平木 
林 邑 

， -,.@       笹   は Ⅱ 
  
  
  
  
スア 伯   

Ⅰ - 
念 ，、 

  
就 

与 
受 
      

  

広 
大 
  
，海 
    
畢 
己 
」 

「
三
帰
百
二
種
。
一
者
烏
麦
五
戒
十
戒
 八
斎
故
受
 三
帰
。
 乃
至
烏
麦
二
百
五
十
戒
 故
受
 三
帰
。
二
者
盲
愛
 三
 

時
 。
仏
天
 制
 二
百
五
十
戒
乃
至
 人
斎
 。
攻
具
義
故
。
 直
 説
 三
帰
 得
受
具
也
 。
」
 

と
 る
 っ
て
、
（
 

3
 ）
は
じ
め
の
三
歳
は
五
戒
等
を
受
け
る
た
め
 
の
も
の
で
あ
り
、
の
ち
の
三
帰
は
た
だ
三
帰
を
づ
け
る
 

 
 

る
こ
と
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
を
「
 翻
 邪
の
三
帰
」
 

と
、
 先
の
受
戒
の
三
帰
は
戒
を
受
け
て
 仏
 正
に
挺
進
し
 よ
う
と
す
る
 俺
迫
杓
 色
彩
の
強
い
自
律
行
為
で
あ
る
の
 

は
 三
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
律
的
に
翻
 邪
 せ
し
め
ら
 れ
る
と
い
う
宗
教
的
色
彩
の
濃
い
も
の
と
い
え
よ
 う
 。
 

つ
め
 三
帰
は
そ
れ
ぞ
れ
第
一
、
第
二
の
階
程
を
示
す
も
の
 と
み
な
し
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
三
階
 程
 の
も
の
 

は
 死
後
に
お
け
る
投
手
三
帰
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
 仏
説
無
常
経
に
 

帰
 。
所
以
 爾
 者
。
 当
繭
之
 

の
み
で
そ
れ
以
外
で
は
な
 

-
4
-
 

と
も
い
う
。
こ
れ
で
み
る
 

に
比
し
て
、
 
翻
 邪
の
三
帰
 

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
 二
 

と
し
て
病
中
、
臨
終
乃
至
 

（
 
Ⅰ
）
 

3
 

に
も
、
現
在
的
な
も
の
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
三
様
 の
 意
味
乃
至
は
展
開
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
 ち
毘
 厄
日
経
第
一
に
 

で
あ
る
 と
 推
定
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
（
 

2
@
 こ
う
し
た
 者
 証

は
筆
者
の
任
で
は
な
い
の
で
か
か
わ
ら
ぬ
こ
と
に
す
 る
が
、
と
に
か
く
釈
尊
 

在
世
あ
る
い
は
そ
の
 滅
 直
後
、
仏
教
々
団
で
な
ん
ら
か
 の
 儀
礼
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
三
帰
 で
は
な
か
っ
た
か
と
い
 

う
こ
と
だ
け
を
こ
こ
に
述
べ
て
お
く
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
三
帰
が
仏
教
々
団
の
原
初
的
儀
礼
で
あ
 る
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
、
次
に
、
か
か
る
原
初
的
 儀
礼
と
し
て
の
三
帰
 



化
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
変
化
は
三
帰
に
つ
い
て
の
 観
念
（
教
理
）
の
変
遷
に
相
即
す
る
も
の
と
さ
れ
よ
 う
 。
 

儀
軌
 

密
教
に
お
け
る
一
切
の
軌
 則
 、
儀
式
の
総
称
で
あ
る
 儀
 軌
は
 つ
い
て
も
、
そ
の
変
遷
過
程
に
お
い
て
教
理
内
容
と
 儀
礼
形
式
の
相
即
が
 

 
 

に
お
い
て
は
み
づ
か
ら
が
 楡
 伽
を
行
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
 三
昧
の
境
に
入
る
も
の
 

で
、
い
わ
ば
自
律
的
修
行
の
階
程
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
 念
調
 儀
軌
は
陀
羅
尼
を
念
 謂
 す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
 定
 型
 的
な
第
二
階
程
に
当
 

る
 。
供
養
儀
軌
に
お
い
て
そ
れ
は
自
己
及
び
自
己
以
外
 の
 存
在
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
己
が
行
ず
る
以
外
に
 教
職
者
に
依
類
し
て
お
 

こ
 な
 う
 他
律
的
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。
か
ち
ん
こ
れ
は
 教
 理
の
展
開
と
い
う
よ
り
は
、
儀
軌
に
内
包
さ
れ
る
教
理
 的
 意
味
の
類
型
化
と
い
 

う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
 い
 づ
れ
に
し
て
も
そ
の
先
后
 の
 悉
地
に
お
い
て
息
災
・
増
益
・
調
伏
・
敬
愛
な
ど
を
得
る
 に
 至
る
点
は
他
の
諸
 儀
 

礼
の
変
遷
と
ひ
と
し
く
、
自
律
的
修
行
か
ら
は
じ
ま
っ
 て
 他
律
的
な
供
養
乃
至
回
向
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
 。
さ
ら
に
、
こ
れ
を
 一
 

系
の
縦
の
次
第
に
配
置
し
、
そ
れ
自
体
を
修
行
 階
程
と
 し
た
も
の
が
真
言
の
十
八
道
法
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
 そ
 0
 次
第
は
 

荘
厳
行
者
決
行
者
の
身
口
上
呈
二
業
の
浄
化
 

結
界
 
法
 
修
行
道
場
の
結
界
 

荘
厳
道
場
 法
 
道
場
の
清
浄
荘
厳
 

勧
請
注
本
尊
を
迎
 詣
 す
る
 

結
 
護
法
本
尊
を
警
護
し
 魔
 事
を
除
く
 

供
養
法
本
尊
 及
 聖
衆
に
供
養
す
る
 

講
会
 

経
典
の
講
義
は
い
う
ま
で
も
な
く
仏
道
偕
行
の
眼
目
で
 セ
 
の
り
、
古
く
か
ら
諸
経
に
つ
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
が
 、
平
安
中
期
良
源
に
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か
の
念
仏
が
念
仏
と
し
て
一
定
の
形
を
と
と
の
 
え
、
そ
 の
 意
味
で
修
行
法
の
 一
 っ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
 な

っ
た
の
は
 禅
観
と
 結
合
し
り
 

柵
た
 観
念
々
仏
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
 五
停
心
観
 の
う
ち
 の
 念
仏
 観
 が
思
惟
昭
 要
法
 に
述
べ
ら
れ
る
九
種
禅
法
の
 根
本
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
 

 
 

 
 
 
 

観
念
々
仏
に
観
 像
 、
観
相
、
実
相
の
三
つ
が
あ
る
と
さ
 れ
る
が
、
そ
の
 ぃ
 づ
れ
も
が
観
想
で
あ
り
、
思
念
で
あ
り
 、
憶
念
で
あ
っ
て
非
行
 
9
 

論
 

に
求
め
る
も
の
な
ど
の
う
ち
三
帰
 説
 が
有
力
の
よ
，
 っ
 で
あ
る
。
そ
し
て
素
朴
な
意
味
で
の
念
仏
、
称
名
は
阿
 含
 経
典
に
散
見
さ
れ
る
。
 
し
 

試
 一

 
か
し
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
除
災
未
散
の
た
め
の
衝
動
的
 行
為
で
あ
っ
て
、
き
わ
め
て
非
定
型
的
な
も
の
に
す
ぎ
 な
い
。
そ
し
て
か
か
る
形
で
 

 
 

始
ま
る
天
台
の
法
華
会
は
周
知
の
如
く
問
答
形
式
を
と
 り
 、
そ
こ
に
は
す
で
に
あ
る
程
度
の
儀
 律
 化
が
み
ら
れ
る
 。
 ま
 

わ
れ
る
読
経
も
慈
覚
大
師
に
よ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
 

毛
 
-
m
 

経
 そ
れ
自
体
す
で
に
儀
礼
化
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
 い
 ま
試
 

つ
い
て
み
る
に
、
法
華
経
を
八
座
に
分
け
て
講
説
す
る
こ
 と
は
中
国
以
来
お
こ
な
わ
れ
、
古
来
は
四
日
修
を
正
儀
 と
し
 

い
は
一
日
に
て
修
す
る
こ
と
も
あ
る
。
現
在
天
台
宗
で
は
 五
友
座
の
化
儀
の
み
を
修
し
、
そ
の
軟
式
 は
 

入
堂
、
講
師
登
壇
、
堂
達
 鳴
磐
 、
唄
師
発
音
、
散
華
師
 発
音
、
講
師
仏
名
教
化
、
読
師
経
題
、
講
師
経
 釈
 、
問
者
  
 

堂
達
 鳴
聲
 、
講
師
読
師
下
垣
、
山
登
 

と
 次
第
さ
れ
る
が
、
こ
れ
で
み
ら
れ
る
と
お
り
そ
れ
は
 極
め
て
 儀
律
 化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
答
も
儀
 律
 化
さ
 

か
か
る
講
会
が
現
在
で
は
一
般
に
民
間
の
仏
教
行
事
と
 み
 ね
さ
れ
、
そ
の
性
格
も
社
会
的
、
経
済
的
に
転
化
し
て
 お
 

自
律
的
講
読
の
形
か
ら
か
な
り
は
な
れ
て
し
ま
っ
て
 い
 る
 。
さ
ら
に
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
わ
が
国
に
 お
け
 

始
は
延
暦
年
間
 僧
 勤
操
が
友
人
の
母
の
冥
福
の
た
め
に
 お
こ
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
、
爾
来
、
講
会
が
死
者
 追
 釜
ロ
 
の
 

る
 場
合
が
多
く
み
ら
れ
る
。
い
 う
 な
れ
ば
講
会
は
三
階
 程
を
同
時
的
に
内
包
し
た
儀
礼
体
系
と
い
う
こ
と
が
で
き
 る
 。
 

念
仏
 

仏
教
に
お
け
る
念
仏
の
起
源
に
は
諸
説
あ
る
が
、
現
在
 の
と
こ
ろ
で
は
三
帰
に
求
め
る
も
の
、
 

五
停
心
 観
に
求
め
 る
 た

 講
会
に
お
こ
な
 

み
に
法
華
八
講
に
 

た
が
、
二
日
あ
る
 

字
、
講
師
 室
答
 、
 

れ
て
い
る
。
 

り
 、
講
会
本
来
の
 

る
法
華
八
講
の
創
 

た
め
に
設
け
ら
れ
 

も
の
、
 法
 鑑
定
論
 



「
若
戎
成
仏
十
方
衆
生
 
称
我
 名
号
 下
至
 土
戸
 若
 不
生
者
不
 肺
収
下
 

L
 晋
め
 
・
・
・
・
・
・
」
 

な
ど
に
お
い
て
称
名
の
十
念
定
型
化
が
み
ら
れ
る
の
で
 あ
る
。
念
仏
は
本
来
 禅
 観
を
得
る
目
的
を
 

が
 本
願
思
想
と
結
び
つ
き
他
力
念
仏
が
形
成
さ
れ
る
に
 至
り
、
そ
の
内
質
は
浄
土
往
生
の
コ
ー
ス
 

一
念
、
多
食
、
尋
常
、
別
時
、
臨
 修 、
四
修
な
ど
各
様
に
 定
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
 

本
願
の
功
徳
を
信
じ
て
 儀
律
 化
さ
れ
た
念
仏
を
お
こ
 な
、
 
つ
 と
い
う
意
味
で
、
儀
礼
の
第
二
階
程
に
 

し
て
浄
土
教
に
お
け
る
念
仏
本
来
の
教
旨
ほ
こ
こ
に
 止
 ま
 る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
回
向
思
想
 

た
め
の
念
仏
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
念
仏
は
儀
礼
と
し
 て
 第
三
階
程
に
入
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
 

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
正
確
な
理
由
と
時
期
に
つ
い
 て
は
い
ま
だ
あ
き
ら
か
で
な
い
が
、
 

少
く
 

た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
 勅
修
 御
仁
第
十
に
、
御
山
 河
 法
皇
の
崩
御
の
の
ち
 

「
か
の
 御
 菩
提
の
御
た
め
に
、
建
久
三
年
秋
の
こ
ろ
、
 

大
 和
 前
司
 親
盛
 入
道
（
法
名
見
仏
）
 
八
 も

つ
自
律
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
 

と
し
て
定
型
化
さ
れ
、
履
修
の
形
態
も
 

こ
の
段
階
に
お
い
て
は
念
仏
者
自
身
が
 

あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
 

が
加
わ
り
し
か
も
そ
れ
が
追
善
供
養
の
 

で
あ
る
。
念
仏
が
死
者
追
善
の
た
め
に
 

と
も
法
然
に
あ
っ
て
は
否
定
的
で
あ
っ
 

坂
の
引
導
音
に
し
て
、
 心
 阿
弥
陀
仏
詣
 

@
 
イ
 
1
 ）
 

往
生
花
 讃
の
 

号
為
 的
な
対
内
的
思
弁
で
あ
る
。
み
づ
か
ら
の
強
い
意
 念
 と
深
い
静
慮
と
を
必
要
と
す
る
意
味
で
自
律
的
修
行
の
 階
 程
で
あ
る
。
 

]
 
 

観
念
々
仏
に
対
し
て
大
き
な
流
れ
を
な
す
称
名
倉
 仏
 に
つ
い
て
は
極
め
て
 ル
 大
な
考
証
が
お
こ
な
わ
れ
て
 い
て
、
こ
れ
を
要
約
す
る
こ
 

 
 

と
す
ら
筆
者
の
よ
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
本
論
 の
 旨
趣
に
準
じ
て
こ
れ
を
み
る
に
、
仏
の
名
を
唱
え
る
と
 い
う
こ
と
自
体
に
は
す
 

ヱ
 

で
に
 対
他
 的
な
基
本
的
姿
勢
が
み
ら
れ
、
し
た
が
 っ
て
原
初
の
ど
く
 
紫
 付
柱
 免
災
求
 救
の
称
名
は
と
に
か
く
 と
し
て
、
観
念
々
仏
と
並
称
 

さ
れ
る
称
名
念
仏
に
は
一
定
の
口
称
の
形
式
が
あ
る
べ
 き
で
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
反
復
、
あ
る
い
は
浄
土
教
に
お
 こ
 な
わ
れ
る
十
念
な
ど
 

の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
早
く
は
曇
鸞
の
往
生
論
 註
に
 、
ま
た
善
導
の
観
念
法
門
の
無
量
寿
経
第
十
八
願
に
 関
す
る
 -
6
 

文
 ）
 

「
若
戎
成
仏
十
方
衆
生
 
願
生
 我
国
 称
我
 名
号
 下
至
 千
声
 乗
 我
 願
力
石
不
生
者
不
取
正
覚
」
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声
し
 、
佳
麗
、
安
楽
、
見
仏
等
の
た
ぐ
ひ
助
音
し
て
 六
 時
 礼
讃
を
修
し
、
 ゼ
日
 念
仏
し
…
…
」
 

た
 際
に
 

「
・
・
・
…
上
人
不
 

受
 の
 嵐
 お
は
し
ま
し
て
、
念
仏
は
み
づ
か
 ら
の
た
め
の
っ
と
 ぬ
 な
り
。
法
皇
の
御
菩
提
に
廻
向
 し
 た
て
ま
つ
る
と
も
、
 

布
施
以
て
の
外
の
こ
と
な
り
、
ゆ
め
ゆ
め
あ
る
べ
か
ら
 ず
と
 ぞ
い
ま
し
め
 給
 け
る
」
 

さ
ら
に
ま
た
没
後
遺
誠
文
に
 

「
予
が
た
め
に
追
福
を
修
す
と
も
、
万
一
所
に
家
居
し
て
 詳
論
を
致
し
、
 窓
 怒
を
起
す
こ
と
は
か
れ
。
且
 つ
 図
体
 、
写
経
、
檀
施
等
の
 

善
を
修
す
る
こ
と
な
か
れ
。
唯
一
向
に
念
仏
を
修
す
べ
 し
 。
平
生
の
時
、
自
行
化
他
す
で
に
念
仏
の
一
行
な
り
。
 没
後
い
づ
く
ん
 ぞ
自
 

余
の
修
善
を
雑
え
ん
や
」
 

と
し
て
、
行
と
し
て
の
念
仏
を
す
す
め
、
追
善
と
し
て
 の
 念
仏
は
す
す
め
て
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
法
然
三
回
忌
に
当
り
、
聖
覚
法
印
に
よ
り
 真
 如
堂
 に
お
い
て
七
日
間
通
俗
を
集
め
、
追
善
の
融
通
念
仏
 が
お
こ
な
わ
れ
て
い
 

る
 
（
 
勅
修
 御
仁
第
十
 セ
 ）
そ
し
て
念
仏
が
現
在
み
ら
れ
 る
よ
う
な
死
者
追
善
の
た
め
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
 の
に
は
い
ろ
い
ろ
の
 種
 

史
的
事
情
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
因
と
し
て
 念
仏
の
三
行
儀
と
し
て
尋
常
、
別
時
に
な
ら
ぶ
臨
終
会
 
仏
の
行
儀
を
指
摘
し
た
 

（
 
0
0
 

）
 

い
 。
臨
終
に
際
し
て
正
念
往
生
を
得
る
た
め
に
念
仏
を
唱
 え
る
行
儀
が
普
及
し
た
の
は
往
生
姜
 某
 成
立
以
後
と
さ
 れ
る
が
、
し
か
も
自
主
 

自
律
的
な
念
仏
は
な
し
が
た
く
、
善
知
識
の
助
 援
に
 よ
る
場
合
が
多
く
、
善
知
識
の
勧
進
は
助
音
念
仏
を
中
 核
 と
す
る
。
つ
ま
り
唱
名
を
 

、
一
同
音
し
て
臨
終
者
の
助
け
を
す
る
の
で
あ
る
が
 

迅
 

そ
 れ
が
儀
礼
的
に
進
展
す
れ
ば
、
主
唱
者
は
む
し
ろ
善
処
 誠
 に
移
行
し
、
さ
ら
に
時
期
 

 
 

か
 
的
に
伸
長
す
れ
ば
臨
終
後
の
称
名
と
な
り
、
こ
れ
は
 先
の
三
帰
の
場
合
の
如
く
、
死
後
十
念
の
授
与
と
な
り
 、
そ
れ
が
や
が
て
死
者
の
た
 

ネ
 
℡
め
の
念
仏
に
転
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
 
。
が
ら
ん
そ
こ
に
は
教
理
的
な
、
た
と
え
ば
回
向
、
 功
 徳
 、
追
善
な
ど
の
思
想
の
参
 

帥
加
 の
あ
っ
た
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
 が
 、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
の
ち
に
述
べ
る
。
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な で る 

どあ 、 る 三 二一教 理教 仏     
と 。 そ そ 自 の ィ義 

伊同浄 正 法正位 オ 
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頚 帰 
  

陰 裏 す 階 の 観     
  因 る 程 変 し 

    
寿詞     

申 と た 遷 て     頁 

有 な め の み     
め る に 一 -- ー オ 。 " 教   
恕 、 教 教 階 が 史   翻 

想 、 理 職 千三音     
が 約 音 と そ 集     
数 モ に は れ 

    

え チ 依   五   
  

ら i 類   
  

す 
頁   

れ フ し 」 
ろ は て る   

。 上 仙 と 述 

そ 掲 修     
ろ   

ま @ 
  

的に追 して の如く 

  

そ 功 善 儀 
  

れ 徳 供     
に 、 養   
応 回 す 変 

じ 向 る 遷 
て 、 階 ま ｜ 

大 迫 程 そ 
  

、的に 善     準 

  自 養 ず 

註 

(554) 

に
 傍
観
的
な
念
仏
回
向
の
儀
礼
に
ま
で
変
成
す
る
プ
ロ
 セ
ス
 に
は
念
仏
そ
れ
自
体
の
辿
っ
た
教
理
的
遍
歴
が
あ
と
 づ
け
得
る
の
で
あ
る
。
 

以
上
、
念
仏
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
 禅
観
 的
な
自
修
 自
 律
の
念
仏
か
ら
、
往
生
の
た
め
の
念
仏
、
死
者
の
た
め
の
 追
善
の
念
仏
、
さ
ら
 

 
  

 



 
 

儀
 

れ
は
 キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
典
礼
か
ら
 プ
ロ
・
テ
ス
タ
ン
ト
の
儀
式
へ
の
転
回
に
も
通
ず
る
も
の
で
 

あ
る
。
し
か
し
て
か
か
 
9
 

か
で
、
約
言
す
る
な
ら
ば
仏
教
儀
礼
は
他
力
思
想
の
め
 
刀
成
 に
と
も
な
っ
て
百
八
十
度
の
転
回
を
し
、
そ
の
変
遷
 0
 階
程
を
逆
に
第
三
よ
り
 第
め
 

 
  
 

研
二
へ
と
 遡
克
 す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
 て
 附
言
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
系
の
新
宗
教
に
お
い
て
こ
 れ
が
著
る
し
い
。
さ
ら
に
こ
 

ぬ
る
。
先
に
引
い
た
法
然
の
勅
 修
御
 伝
及
び
没
後
遺
 
誠
 文
な
ど
に
に
お
け
る
発
言
の
う
ち
に
、
す
で
に
、
 

親
鴬
 の
 辿
っ
た
道
程
の
片
鱗
が
う
 

か
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
ひ
と
り
 

念
仏
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
仏
教
 

儀
 礼
を
通
じ
て
い
え
る
こ
と
 

修
 、
自
他
共
修
、
他
 修
 と
い
う
形
態
を
と
る
。
逆
に
い
 ，
 
つ
 と
、
仏
教
儀
礼
は
こ
れ
ら
の
教
理
的
モ
チ
ー
フ
を
媒
介
 と
し
て
現
在
的
に
ま
で
 

変
遷
し
た
も
の
と
い
え
よ
 う
 。
 

端
的
に
い
 
う
 な
ら
ば
、
仏
教
儀
礼
を
現
在
的
な
形
に
ま
 で
 変
成
せ
し
め
た
動
因
は
功
徳
・
回
向
，
追
善
と
い
っ
た
 教
理
的
モ
チ
ー
フ
に
 

あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
も
し
仮
に
、
か
か
る
モ
チ
 ｜
フ
 が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
儀
礼
は
お
の
 づ
 と
 別
の
形
に
な
っ
た
こ
 

と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
仮
定
的
推
論
を
裏
づ
け
る
も
 の
と
し
て
、
こ
こ
に
は
真
宗
の
念
仏
 義
 を
あ
げ
て
み
た
い
 。
そ
れ
は
歎
異
抄
に
お
 

け
る
有
名
な
次
の
一
段
で
あ
る
。
 

「
親
鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、
 

一
返
 に
て
も
念
仏
 ま
う
し
た
る
こ
と
い
ま
だ
 さ
ふ
 ら
は
ず
。
そ
の
 め
へ
 は
 

一
切
の
有
情
は
み
 

な
も
て
世
々
生
々
の
父
母
兄
弟
な
り
。
 

い
 づ
れ
も
い
づ
れ
 も
 、
こ
の
順
次
 生
 に
仏
に
な
り
て
た
す
け
 さ
ふ
ら
ふ
べ
 
き
な
り
。
わ
が
ち
 か
 

ら
 に
て
は
 げ
む
 善
に
て
も
さ
 ふ
ら
 は
ば
こ
そ
、
念
仏
を
 廻
向
し
て
父
母
を
も
た
す
け
 さ
ふ
ろ
 は
 め
 。
た
だ
自
力
を
 す
て
て
、
い
そ
ぎ
 浄
 

土
 の
さ
と
り
を
ひ
ら
 き
 な
ば
、
六
道
・
四
生
の
あ
ひ
だ
、
 

い
 づ
れ
の
業
苦
に
し
 づ
 め
り
と
も
、
神
通
方
便
を
も
て
 、
ま
づ
 有
縁
を
度
 す
 

べ
き
な
り
と
、
云
云
」
 

と
い
っ
て
、
弥
陀
か
ら
衆
生
へ
の
回
向
は
認
め
る
が
、
 衆
 生
か
ら
弥
陀
へ
の
回
向
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
 あ
る
。
 

自
力
の
善
根
を
否
定
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
回
向
の
可
 能
 性
も
ふ
 り
 す
て
た
親
鸞
に
お
い
て
、
念
仏
 は
 独
自
の
形
 に
 完
成
し
た
の
で
あ
 



と
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
儀
礼
を
考
え
る
場
合
、
儀
礼
そ
れ
 自
 身
に
つ
い
て
の
 イ
 
ン
テ
ン
シ
フ
な
追
求
は
、
儀
礼
を
通
 じ
て
そ
の
 水
荻
 に
あ
 

る
 信
仰
そ
れ
自
身
を
行
動
的
側
面
に
解
消
さ
せ
て
し
ま
・
 
っ
 お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
か
か
る
危
惧
を
 な
く
す
た
め
に
も
、
 
信
 

仰
 の
も
つ
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
教
理
に
つ
い
て
も
 不
断
に
関
心
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
ま
た
功
徳
、
回
 向
 、
 迫
ギ
 な
ど
の
教
理
 

を
 抽
象
的
、
理
論
的
に
の
み
追
求
す
る
こ
と
な
く
、
 

そ
 れ
が
行
為
化
さ
れ
、
 
樺
礼
 化
さ
れ
た
面
と
の
関
連
を
不
断
 に
治
旧
す
る
こ
と
に
よ
 

っ
て
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
具
体
的
な
生
き
た
宗
教
と
し
て
 の
 仏
教
の
実
態
が
描
き
出
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
  
 

追
記
 

本
 梯
は
昨
秋
、
国
学
院
大
学
・
儀
礼
 研
 ㌍
丑
に
お
い
て
 

哀
埋
と
 儀
礼
」
と
題
し
て
発
表
さ
せ
て
頂
い
た
も
の
を
、
 

編
 集
 部
の
 需
 め
で
早
急
に
 

と
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
考
証
に
お
い
 て
 、
推
論
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
い
さ
さ
か
粗
雑
で
あ
り
、
 学
 術
誌
 た
る
本
誌
に
 

は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
と
な
っ
た
が
、
他
日
の
完
備
を
約
し
 て
詰
賢
 の
寛
恕
を
乞
い
、
 
本
 枯
の
発
表
を
海
容
さ
れ
 

究
 会
に
お
礼
申
し
 

一
九
七
 

0
.
 

五
・
一
 

0
 

上
げ
る
。
 

く 556) 

る
 転
回
の
裏
に
は
信
仰
に
つ
い
て
の
、
そ
し
て
同
時
に
そ
 れ
の
理
論
的
表
現
で
あ
る
教
理
の
展
開
の
存
す
る
こ
と
 は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
 

 
 

 
 



ガザーリ一の 神秘思想 他様 らだ作とを指 ガ 神秘 @ ま 、 ずる を強 

  

ト 父 神 l   
。 十 
  
毛 
  ヴ 
ト串 

薄 肉 開 学 
SA 
后汗冊 

を   中 
l 已 @ 

  と 

し 

て 

    
  

申   
関 

村 

し も 、 して にす 的変 極 的 避 を 見誤 と を 性 局 ・ i   
ムロ ， @ ： ・ 

良は   
l 出 こ そ 木 強 倒 そ 
の か と の 稿 調 面 の 

99  (557) 

ガ
ザ
ー
リ
ー
の
神
秘
思
想
 
亡
二
 

@
'
 

'
 
 
 
 
 



 
 

ム
の
 信
仰
箇
条
（
今
生
別
 
宙
が
 ）
の
前
半
の
句
、
「
神
の
 他
 に
神
は
無
 い
 ・
 一
 （
百
舌
 ま
き
 ㏄
三
目
し
、
を
い
か
に
 
解
 釈
 し
、
論
理
的
に
概
念
 

は
 神
学
的
問
題
が
こ
の
曲
ま
目
口
論
の
中
に
合
口
ま
れ
て
 
く
る
。
従
っ
て
、
イ
ス
ラ
ム
の
神
学
史
は
こ
の
あ
ま
す
Ⅱ
Ⅰ
 
0
 間
頭
、
即
ち
ム
ス
リ
 

ぎ
司
 日
 又
は
ま
日
日
女
 の
 ）
リ
ヨ
を
指
す
程
で
あ
る
。
 
神
 0
 本
質
 
8
 才
 曲
 （
）
・
属
性
（
 
ゅ
 
@
h
 

ぎ
 ）
及
び
行
為
（
 注
 、
 
W
 ）
）
 
の
 如
き
す
べ
て
の
重
要
 

      註 

            
  ヨ に 分   
性、 

  
ち 

田 ㏄ ま 

  

  甘 - 
円 巨 ， I - 

  

問題 
下し 

  
七古 

  
    
  
  

  

    

  
学 
  

村曲 ） 目 

日 ） @ @ 2 
  

  
  
題 

で 

あ   @@@@ -"" . - 

  
  
- ⅠⅠ り 

ト のを 我秘く概 、 察 

麓 （   
占いま 

オ Ⅵ 宙   
と   

ム え 
  
    
ち 
    

(558)  100 



ガザ - リ 一の神秘思想 

は 論 は ガ の そ 

い 色 @ 噂 

  

巳的て 

る 

も 

と 

呼 
4 ま 

  
る 

  
  

ヰ ㏄ 毛 

ア ・ ト 

宙 
  

で   
あ 
る ょ、 な神学すぎな い が欠け 性、 ァし 「 。 
そ 
                                  かい なず 
は 

神 れにし る議論 神学（ 題を込 そ る 。 
の 

唯 
一 ても、 ・外的 ぎ宙ヨ み 入っ の意味 

性 ） た で 圧 こ 

101  (559) 

（
 
A
,
 
）
 

は
 彼
ら
の
 
り
 （
曲
の
子
）
の
 
片
隈
に
 触
れ
て
い
る
程
度
で
、
 

そ
れ
が
自
己
の
信
仰
体
制
と
し
て
、
完
全
に
内
面
化
し
 て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

わ
ば
横
の
分
類
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ら
を
超
え
た
、
 ム
 ス
リ
ム
の
心
的
態
度
を
中
心
と
す
る
、
も
っ
と
高
次
の
 立
場
か
ら
の
分
類
と
 云
 

え
る
。
そ
の
第
一
・
が
、
偽
善
者
（
ョ
白
 コ
ゆ
 
め
③
の
 
殴
圭
ゴ
 Ⅰ
 Ⅰ
で
あ
る
。
偽
善
者
は
、
口
先
で
は
信
仰
告
白
（
約
が
 ゴ
 

  

心
の
中
で
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
 

そ
 の
真
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
。
彼
の
内
的
生
活
は
そ
 の
 告
白
に
よ
り
何
ら
 影
 

響
を
受
け
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
偽
善
的
信
仰
告
白
 は
 、
な
る
ほ
ど
ム
ス
リ
ム
支
配
の
現
世
に
お
い
て
は
、
 止
 目
白
者
の
生
命
・
財
産
を
 

守
る
の
に
役
立
っ
か
も
知
れ
な
い
が
、
来
世
（
 倒
左
ゴ
戸
 

（
 a
 ）
 に
お
い
て
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
 

そ
の
第
二
は
、
一
般
庶
民
（
 
げ
毛
囲
ヨ
ヨ
 
八
面
ヨ
 日
 ）
と
神
学
 者
（
 ヨ
 u
t
a
 
ぎ
 三
ョ
）
の
む
 毛
廿
コ
 で
あ
る
。
彼
ら
は
 確
 か
に
信
仰
箇
条
を
信
 

 
 

じ
て
疑
わ
ず
、
少
く
と
も
知
的
次
元
で
は
程
度
の
差
は
 あ
れ
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
 し
 、
教
義
（
 円
、
 

（
～
 

口
注
 ）
 

-
3
-
 

さ
て
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
先
ず
 紋
 名
す
 コ
 
の
種
類
を
四
つ
 
に
 分
類
す
る
。
そ
れ
は
、
単
に
イ
ス
ラ
ム
神
学
内
の
様
々
 な
蕾
 メ
ン
 

て
甘
 
Ⅱ
 
隼
込
刮
 
W
 
の
 @
 
い
 

化
す
る
か
を
中
心
に
展
開
し
て
き
た
と
云
え
る
。
従
っ
 て
、
 

（
 
t
a
 
ゅ
 ㏄
老
老
 
目
 ）
を
も
含
め
て
に
お
け
る
相
違
・
 対
 立
 
・
 単

に
神
学
思
想
に
限
ら
ず
、
一
般
に
イ
ス
ラ
ム
思
想
 

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
 

相
剋
は
、
こ
の
 村
ミ
プ
 Ⅱ
Ⅰ
論
に
始
ま
り
、
そ
れ
に
終
る
 
と
 云
え
る
。
 



つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
人
は
 、
 神
の
普
遍
的
主
権
性
を
 、
 単
な
る
教
義
（
 コ
 5
 目
 宙 ）
と
し
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
 の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
 

そ
の
人
の
全
行
動
・
全
生
活
を
現
に
支
配
し
て
い
る
 
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
霊
的
確
信
を
伴
 う
 全
人
 

  

は
 、
か
か
る
確
信
に
甚
く
生
活
と
は
具
体
的
に
何
を
指
 す
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

  
-
H
 
）
 

愉
 的
に
解
釈
し
て
し
ま
う
（
 豊
韻
 p
-
p
 
）
。
（
傍
点
筆
者
）
 

不 

 
 

ム
ぅ
時
 、
そ
れ
は
単
な
る
舌
口
薬
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
 

そ
 

 
 

動
の
確
信
（
 せ
 p
Q
U
 

コ
 ）
・
力
強
い
内
的
権
威
と
し
て
、
 

の
心
を
捕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
 

眼
 に
見
え
な
い
絶
妙
な
る
も
の
 雀
 a
q
 
ご
ゆ
オ
 目
ヨ
 日
 ）
は
 、
 伝
統
的
権
威
（
 
き
日
 W
.
 
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
神
的
 光
 り
 
（
 
コ
由
 
Ⅱ
十
）
目
下
田
）
 

に
よ
り
事
物
を
把
握
で
き
る
迄
に
神
の
恩
寵
を
享
受
し
 た
 人
々
に
よ
っ
て
の
み
、
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
 々
は
、
一
度
 
び
事
 

 
 

物
の
神
秘
が
自
分
達
に
あ
り
の
ま
ま
に
顕
示
さ
れ
る
と
、
 伝
統
や
伝
承
さ
れ
た
言
葉
を
み
て
も
、
も
し
そ
れ
ら
 
が
 霊
的
確
信
の
光
 

（
 
コ
由
 
（
 目
 @
 り
 口
 Ⅱ
 
コ
 ）
に
よ
り
実
見
し
た
も
の
と
一
致
す
る
 場
合
、
こ
れ
を
受
け
容
れ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
 

彼
ら
は
こ
れ
を
 比
 

（
Ⅱ
 
-
 

も
 、
こ
れ
ら
の
多
元
性
は
唯
一
な
る
絶
対
的
支
配
者
（
 口
 
）
 
l
 戸
叶
 
ォ
は
り
へ
 

）
か
ら
の
み
き
て
い
る
」
と
み
る
 "
 

の
 
意
味
を
、
理
論
・
教
義
と
し
て
で
は
な
く
、
直
接
 

体
 
験
 
に
よ
り
悟
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
秘
的
 

顕
示
（
 

オ
 
の
の
 

プ
 
（
）
と
観
照
 

（
ヨ
ロ
細
目
 

ゴ
い
年
曲
 

）
に
よ
っ
て
、
「
唯
一
絶
対
の
神
の
他
に
 

い
か
な
る
行
為
者
（
 

宙
 
、
二
）
も
無
く
、
す
べ
て
の
存
在
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(560)  102 



 
 

 
 

を
 
ハ
尋
 

用
い
る
人
の
主
観
的
意
Ⅱ
に
 

コ
下
 
Ⅰ
の
 

も
 N
 
砿
 -
 
こ
い
 
こ
 ）
 
か
 
0
 

 
 

秘
 

 
 

 
 

 
 

桝
 
l
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ザ
 

p
 呂
キ
ミ
簗
 

ハ
ワ
 
ぎ
臼
 
・
 
%
 安
 u
.
2
 

き
 1
 お
参
照
）
 

0
 

 
 

文
芸
的
に
は
、
 

俺
 
ミ
ヨ
宙
は
、
動
詞
芝
生
 

鈷
 （
一
つ
 

で
あ
る
、
独
り
で
あ
る
）
の
 

便
世
 
第
二
型
（
 

守
、
、
 

p
-
p
 

）
の
郵
信
 

@
 
巴
 ハ
ヨ
 

い
い
 

仁
ド
Ⅱ
 

、
で
 
わ
る
。
 

 
 

 
 

 
 

性
 、
つ
ま
り
神
と
神
以
外
の
全
存
在
と
の
絶
対
的
 

栢
違
性
 
（
 
ヨ
に
 

オ
 
フ
目
ド
 

（
 
ド
 
）
を
論
理
的
に
維
持
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
，
 

 
 

 
 

 
 

 
 

下
田
の
ま
 

、
 
-
 
～
Ⅱ
 

宙
 
）
 
一
 
Ⅰ
 
、
 ㏄
 
朋
 （
 
イ
ハ
 

・
 
、
二
 

～
（
 

@
.
 

い
り
セ
材
コ
ヨ
 

岡
｜
ヴ
 

ぃ
口
 

巴
い
 

：
 
c
 一
 
Ⅱ
 
ま
 
～
 
苅
 
-
.
 

の
 
つ
 
1
.
 

ト
 
件
の
 

（
 
4
 ）
岸
本
 
丑
 五
三
 
%
 
拙
生
 
三
 （
 
荘
症
 
、
一
九
六
一
Ⅹ
特
に
弟
 

六
章
参
照
。
 

（
 
5
 ）
ガ
ザ
 
l
 リ
ー
は
こ
の
語
を
二
つ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
 

。
第
一
が
、
論
理
学
者
 

貧
患
菩
 

「
）
や
神
学
者
の
吋
 

p
Q
@
 

コ
 %
 突
 
性
 
）
 
0
 そ
れ
は
、
 

折
 る
 

命
題
が
論
理
的
に
証
明
さ
れ
、
疑
い
 

宜
 
プ
レ
 

酊
 
巳
の
余
地
、
又
は
 

疑
い
の
可
能
性
の
余
地
す
ら
無
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

鵠
二
が
 

ス
 
l
 フ
ィ
の
 

せ
ジ
ロ
 

Ⅱ
 
コ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
，
ま
 
ハ
戸
 
、
コ
ヨ
，
サ
自
ヴ
ご
 

・
火
田
 
す
ヴ
 
「
の
・
 

卜
 
a
n
 
ま
ぎ
ぉ
曲
ぬ
 

ヘ
ソ
い
ャ
 

～
～
～
ま
も
の
の
 

め
 
～
も
 

笘
ハ
 
Ⅵ
ト
ロ
 

バ
 
a
-
 

～
Ⅰ
 

鰍
 （
 
@
 
り
こ
ト
 

二
つ
の
の
口
を
も
参
加
 

W
 
ご
。
 



が
 ス
神
の
創
造
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
知
識
（
ビ
ョ
）
 

理
性
（
Ⅰ
 住
 ）
及
び
判
断
（
 廿
 実
ョ
）
を
通
じ
て
な
さ
 れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
 

（
 
つ
 
@
 
）
 

ら
の
も
の
は
、
究
極
的
に
は
神
の
永
遠
な
る
予
定
（
 Q
p
&
 
W
 、
 
）
か
ら
く
る
。
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
の
存
在
や
出
 来
車
（
 ヴ
卸
 
全
日
）
は
各
々
 

 
 

こ
の
力
自
体
、
我
々
が
マ
ッ
チ
を
擦
ろ
う
と
悪
う
時
に
 、
 我
々
の
中
に
神
が
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
に
 、
こ
 の
 
欲
求
（
 @
q
W
 守
 ）
自
体
 

手 の の い か に す 
の 変 通 か に よ る 先   

11  10  9  8   
す ィ ⅠⅠ ト Ⅱ 

さ 、 擦 る 。   ス ㌍ 
  
ら ム ・       第三の え、真 神が火 は、神 。手の しかし うでは マッチ ばに " お プデテデ Ⅰ い の ぃ 

  こ い 三目 つ驚 
    

我、 め の 擦 も   々 の 

        
て 異 

要目 年 ゴぃ年 @ 
宙 ）             

    村 Ⅰ   
わ う 参     
る O 客 年 

  
い N- 
    

派 
  
特   徴 
  
  通教 じ々 まり この つ 

て が 手 原 因 変 し マ   
創 7 段 因 果 化 か ッ       
田 チ す 神 孫 火 、 を   
す る ぎ で は を ガ 擦   
も 擦 な あ 存 造 ザ る 

  
    

のるいる在り で 時 。 。 し由 り i 仮 と 
  

、 の こ 手 な す l 定 
考 
慮 

(562)  104 



（
 
8
 ）
 

こ
の
状
態
を
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
「
神
へ
の
絶
対
的
至
誠
 し
 （
 
臼
 1
%
 
ゴ
 ）
 
囲
ゅ
凹
 
l
m
u
 
け
 
）
の
 
ロ
 ）
と
呼
ぶ
。
こ
れ
が
、
教
義
（
 思
想
）
へ
の
全
人
格
的
 

想
 
関
与
で
あ
り
、
霊
的
Ⅲ
 
@
i
 
宙
ゅ
 日
日
 
コ
 ）
に
ま
で
高
め
 ら
れ
、
真
に
生
活
に
係
り
を
も
っ
た
信
仰
告
白
で
あ
る
 

第
二
の
（
 
い
 ま
 す
 （
 
宙
 

民
心
 

桐
 
と
の
相
違
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
全
人
格
的
関
与
を
 支
え
る
霊
的
確
信
は
一
体
ど
亡
か
ら
く
る
の
か
。
そ
も
 そ
も
ガ
ザ
ー
リ
ー
に
お
い
て
、
 

り
人
間
の
究
極
的
目
標
で
あ
る
 

一
 
1
 
神
と
相
会
え
る
こ
と
 」
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
次
に
 、
 我
々
は
第
四
の
 村
 ま
す
日
を
考
察
す
る
。
 

 
 

 
 

（
ー
）
 ト
下
セ
苅
 

，
，
 
宅
 ・
 
い
ト
い
 

l
 ト
ト
 
（
 
本
 ・
円
ぃ
 

毛
ゴ
 
@
 
ヰ
 -
 い
い
 
吋
睡
目
ず
り
由
 

@
 
由
ぃ
 
（
 日
 1
%
 
毛
 ゴ
ミ
）
参
照
。
 

105  (563) 

-
7
-
 

お
い
て
神
の
御
 元
 に
下
り
、
神
と
相
会
え
る
こ
と
（
 丘
 兜
卜
目
ゴ
 ）
に
伺
っ
て
規
制
さ
れ
、
組
織
化
さ
れ
て
 い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

労
働
そ
の
他
の
我
々
の
日
常
行
動
が
 、
 何
 

を
「
偶
像
」
（
 ョ
 p
.
6
 

目
③
と
し
て
崇
拝
し
 

の
我
々
の
日
常
生
活
全
体
が
神
の
た
め
に
 

の
た
 め
に
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
そ
れ
 

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
食
事
・
睡
眠
の
 如
き
基
本
的
行
為
か
ら
礼
拝
に
至
る
 迄
 

と
い
う
一
点
で
統
一
さ
れ
、
久
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
 

来
世
に
 

-
 
人
 
v
 
）
 

る
 。
従
っ
て
 、
 我
々
の
全
行
動
に
お
い
て
我
々
が
依
存
 ず
べ
き
は
神
の
み
で
あ
る
。
他
方
、
礼
拝
（
 
ゅ
が
宙
 
（
）
三
音
 棒
眉
（
 

z
a
 

）
ハ
目
（
）
、
あ
る
い
は
 

ハ
 
5
-
 

と
「
公
然
た
る
多
神
崇
拝
」
ケ
圧
 芽
 ぢ
式
）
で
は
な
 い
に
し
て
も
、
「
隠
れ
た
る
多
神
崇
拝
」
（
の
三
井
村
 
甘
 p
h
H
 

に
な
る
か
ら
で
あ
 

（
 
4
4
-
 

者
 
・
作
図
者
で
あ
る
神
を
み
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
 多
 神
 崇
拝
（
の
 田
 （
 ダ
 ）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
の
他
に
独
立
の
 作
用
因
を
容
認
す
る
こ
 

る
 一
連
の
出
来
事
を
必
然
的
因
果
律
で
結
び
つ
け
、
 従
 っ
て
「
原
因
」
 宋
 生
掛
 ヴ
 ）
の
み
み
て
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
 あ
る
真
の
原
因
・
行
為
 

こ
れ
が
第
三
の
団
 毛
日
 宙
の
論
理
的
概
念
的
表
現
で
あ
 る
 。
容
易
に
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
ア
シ
ュ
ア
リ
ー
 
（
 
臣
臼
 Ⅰ
 目
 ）
派
の
神
 

学
 思
想
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
教
義
か
ら
 我
 々

は
重
要
な
結
論
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
 、
 規
則
的
に
継
続
し
て
 起
 

-
 
Ⅰ
 
3
 
）
 

創
造
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 

完
全
に
ア
ト
ム
化
さ
れ
、
孤
立
化
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
 存
 在
や
出
来
事
相
互
の
関
係
は
ま
っ
た
く
否
定
さ
れ
る
。
 す
 べ
て
は
、
直
接
に
神
の
 



性
 
（
こ
れ
を
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
が
ま
 
卜
鯨
け
 又
は
㌍
 旨
注
下
一
 縞
才
と
呼
 -
 
こ
か
由
る
。
こ
の
観
念
は
彼
の
性
行
許
の
中
で
 
亜
   

も
の
で
あ
 七
 。
 

（
 
リ
 
1
 ）
 
コ
 ー
ミ
ノ
ン
の
 
@
 ト
錘
 
p
.
 

Ⅰ
の
 

@
2
,
 
ひ
の
 
@
N
.
 
ぃ
ヰ
ト
 
Ⅰ
 め
肋
 
へ
ま
 

（
 
れ
 ）
 ト
こ
 
㌔
 a
.
,
 

自
 ・
の
む
㏄
 

１
 の
の
（
 
メ
 ・
 之
 @
 
せ
ダ
す
い
 
す
が
り
㏄
 セ
斜
コ
プ
 
㏄
 
由
 Ⅱ
 
由
 ハ
 %
 い
下
日
 
す
宙
巴
 

      
6 5 4           

                                              房コ 

けド 

仁井下こ う我 す い を癒す 

    
  

  護持 モ   ・ 

を飲苧   し の 

㏄㏄㏄ 斗巳れ         乃 
さ ら     」 ハ   

（ い - す い           け い ' 
  
は な   

  
沖 味     
刮 な   
l@ 二     に ヨ 

圭 白 目   
    す つけ pp ど さ 。 が - 
一 @x' -   
珂 す       

規 は   
川 神     

(564)@ 106 



第
四
の
壷
 臣
 &
 は
 、
「
存
在
す
る
も
の
と
し
て
は
、
 

一
 者
（
ま
 り
圧
 
③
以
外
何
も
の
も
み
な
い
」
 

-
1
 ）
即
ち
 ゅ
口
宙
ぢ
 
（
純
一
な
る
 

 
 

を
 。
彼
は
何
を
み
て
も
、
そ
こ
に
一
者
を
み
る
の
み
で
あ
 

る
 。
現
象
 界
 を
ヰ
 -
 
と
み
 

ず
一
 と
み
る
。
 

-
2
 
）
つ
ま
り
、
（
㏄
 

ゴ
 ・
 
甘
 田
の
極
致
で
あ
る
。
 第
 三
の
巨
ま
す
～
Ⅰ
と
紛
わ
し
い
が
、
そ
こ
で
は
 

多
 な
る
も
 の
を
一
な
る
者
よ
り
く
 

 
 

か
と
み
る
の
に
対
し
、
第
四
の
村
 
韻
日
 Ⅰ
で
は
、
直
ち
 
に
多
 な
る
も
の
を
一
な
る
者
と
み
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
 

 
 

を
 ス
ー
フ
 イ
 （
 
ゅ
口
 
（
Ⅱ
）
達
の
云
う
 

コ
 
t
p
 

ま
す
互
に
お
け
る
 

f
a
n
a
 

。
」
の
境
地
と
同
一
視
す
る
。
即
ち
 

、
 

彼
ら
の
眼
に
は
、
一
考
以
外
何
も
の
も
み
え
低
い
し
、
 

又
 自
己
白
身
す
ら
み
え
な
い
。
彼
ら
は
 
鹸
ま
呂
 
宙
の
中
に
 没
入
し
て
お
り
、
 

そ
の
た
め
自
己
白
身
さ
え
気
付
か
な
い
。
そ
の
時
、
 

篠
 ら
は
そ
の
 蕾
ミ
 
目
色
の
 伸
 瑛
の
中
で
、
自
己
自
身
か
ら
 

 
 

-
3
-
 

（
オ
日
 
屯
 u
,
u
 

コ
ロ
 

p
h
 

の
中
 

1
 
日
）
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
 

を
み
、
他
の
被
造
物
を
み
る
こ
と
か
ら
死
滅
し
て
い
る
 

の
で
あ
る
。
 

で
 は
 一
体
、
一
者
以
外
何
も
の
も
み
な
い
と
は
ど
う
い
う
 

意
味
な
の
か
。
 
又
 ガ
ザ
ー
リ
ー
が
第
四
の
蕾
 
毛
甘
乙
を
 
ス
ー
フ
 イ
 の
一
ム
 

，
つ
 
叶
が
 
コ
卸
，
 

と
 同
一
視
す
る
時
、
そ
の
 す
コ
 
W
.
 

と
は
一
休
何
を
意
味
 

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 

一
般
に
 
、
 オ
コ
 
円
 （
死
滅
、
消
滅
）
な
る
語
は
札
々
 

な
文
 

ス
ー
フ
ィ
達
の
間
で
さ
え
、
こ
の
 
語
の
意
味
に
つ
い
て
 

想
 
決
し
て
意
思
の
一
致
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ニ
コ
 

ル
ソ
ン
（
 
力
 ・
 ト
 ・
 コ
ハ
り
ゴ
 

0
 
抜
 0
 
コ
レ
 
は
、
ス
ー
フ
ィ
が
 
用
 い
る
守
う
卍
の
様
々
な
意
味
 

 
 

 
 

の
 観
照
を
意
味
す
る
。
 

 
 

 
 

る
 砧
杵
㌍
 倫
昨
的
 変
革
。
 

 
 

卸
 
伸
こ
思
念
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
り
、
悪
党
・
 

思
 考
 ・
行
為
・
感
情
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
か
ら
 

死
滅
 ょ
 
9
 る
こ
と
，
 こ
 

107 (565) 
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そ
こ
で
、
我
々
 

当
 す
る
の
で
あ
 

=
i
 
丁
 

独
自
な
体
験
を
 

合
、
我
々
が
 今
 

験
 と
い
う
の
は
 

は
非
常
に
危
険
 

度
に
抽
象
化
さ
 

し
か
し
、
 
我
 

私
的
 楽
唱
 ）
に
 

第
四
の
境
 

も
の
も
知
 

 
 

 
 し

廿
 （
 
i
 っ
た
 

（
下
の
 
コ
円
セ
 
㏄
 

が
 探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
休
ガ
ザ
ー
 り
 １
 0
 云
う
（
 リ
コ
 
a
,
 
は
 以
上
に
み
た
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
 ど
  
 

ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
 決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
先
ず
、
人
間
の
も
っ
 内
奥
の
 

人
為
的
な
型
に
き
っ
ち
り
類
別
す
る
の
は
、
必
ず
し
 も
 常
に
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
ガ
ザ
ー
 
り
 １
 の
場
 

探
求
し
て
い
る
如
き
宗
教
体
験
の
記
述
が
少
 く
 、
明
確
 さ
を
欠
く
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
㌃
 駄
 ・
 体
 

、
人
知
の
域
を
超
え
た
「
啓
示
の
学
 二
 
（
二
日
 臼
 1
 ョ
 仁
 片
目
の
 

r
p
h
p
 

）
に
属
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
言
語
で
公
表
す
 る
こ
と
 

で
あ
る
。
従
っ
て
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
、
か
か
る
体
験
の
具
 体
 的
内
容
に
つ
い
て
は
論
述
を
避
け
る
か
、
さ
も
な
け
 れ
ば
 高
 

ね
 た
コ
ー
ラ
ン
的
神
学
的
用
語
に
よ
っ
て
し
か
叙
述
し
 @
 
臣
ん
 

き
 @
0
 

@
 
Ⅴ
 

々
は
彼
の
断
片
的
記
述
を
通
じ
て
、
あ
る
程
度
そ
の
内
容
 を
 知
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
 
s
p
 
ヨ
 w
-
 
（
 
神
 

ら
な
い
し
、
更
に
は
自
己
白
身
、
臼
己
の
超
自
然
的
 諸
 

地
は
 、
超
自
然
的
 境
位
律
巴
 ）
や
神
秘
的
階
梯
（
 ョ
お
 

、
 
p
 コ
コ
 ㏄
（
の
 

円
 
・
 ま
 ）
と
表
現
す
る
。
人
は
、
 

臼
 己
か
ら
 死
 

よ
っ
て
到
達
す
る
ス
ー
フ
ィ
の
最
高
の
境
地
に
つ
い
て
こ
 

の
 内
的
状
態
は
、
ち
ょ
う
ど
ヨ
セ
フ
の
芙
に
う
た
れ
、
 把
 

の
も
の
（
 
げ
ぎ
臼
 1
%
 仁
ゴ
 
同
仁
）
の
大
海
の
中
に
没
入
し
、
 

 
 

境
 位
及
び
そ
れ
ら
相
互
の
囲
 係
 す
ら
気
付
が
な
い
。
彼
は
 

滅
す
る
時
、
必
ず
同
時
に
自
己
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
か
 

リ
 ヨ
 ）
を
超
脱
し
た
者
の
紹
 ヨ
ゅ
 、
で
あ
る
。
彼
は
神
域
 

う
 垂
口
 
卜
 
Ⅲ
 て
 Ⅱ
 
ド
る
 。
 

だ
然
と
し
て
忘
我
の
状
態
に
あ
る
者
（
 日
き
 下
目
の
す
）
の
 

然
 と
し
、
五
感
の
機
能
を
失
い
、
（
ナ
イ
フ
で
）
手
を
 

ス
ー
フ
ィ
達
は
こ
の
よ
う
な
状
態
を
「
自
己
か
ら
死
滅
 、

神
秘
 

外
 の
 何
 

 
 

ら
も
 死
 

切
っ
て
 

し
た
」
 

は
た
ら
き
 

㈲
す
べ
て
の
意
識
的
思
念
の
停
止
。
定
日
，
の
最
高
 
の
 境
地
は
 、
や
コ
 w
-
 の
 
域
に
到
達
し
た
と
い
う
意
識
す
ら
 死
滅
し
た
時
に
達
せ
 
8
 

 
 

 
 

ら
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
ス
ー
フ
ィ
達
が
「
（
自
己
の
）
 

死
 滅
の
死
滅
」
（
 め
麓
コ
円
凹
ム
 p
 口
円
 ）
と
称
す
る
も
の
で
あ
 る
 。
ス
ー
フ
ィ
は
 

 
 

 
  
 

の
中
で
忘
我
の
状
態
に
あ
る
。
（
 

4
 ）
 

 
 



ガザーリー               

（
 
2
 ）
Ⅰ
 ひ
 Ⅰ
 
も
 

（
 
3
 ）
 
ト
 ヰ
巳
 
斗
 
@
 

（
 
4
 ）
 
オ
 ・
 
ト
 ・
乞
目
 プ
 
o
-
s
o
 

コ
、
づ
討
 &
 レ
へ
 
Ⅰ
 紐 ぎ
の
 0
 Ⅰ
Ⅱ
 簗
 Ⅰ
 ま 
（
Ⅰ
。
 

目
ヰ
。
 
臣
 。
 ト
の
 
Ⅰ
 肚
 ）
 
、
ウ
つ
 １
１
 
0
 ト
 

（
 
5
 ）
コ
ー
ラ
ン
）
 
い
 @
 の）
参
照
。
 

（
 
6
 ）
Ⅱ
 番
セ
 
m
-
.
 
目
 ・
 N
 の
の
（
 木
 ・
の
 
の
ヨ
ゅ
 ・
 
，
す
 い
す
 ダ
ョ
 p
p
w
 ヨ
ご
  
 

    思想 

  註 
    
    
  
  
毛 

      
  
  

円 の 毛   
・ @ し 

㏄ ぃ     

  
  
ム -p 

ド由 

  

円い も 
    
    

こ
れ
が
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
の
云
う
 ず
コ
ゅ
 
，
体
験
で
あ
る
。
 こ
れ
と
前
述
の
ニ
コ
ル
ソ
ン
の
分
類
と
を
比
較
し
て
み
 る
と
、
そ
れ
は
第
二
 

オ
コ
 a
 ：
即
ち
神
の
属
性
へ
の
意
識
的
集
中
の
中
で
到
達
 
さ
れ
る
観
照
と
い
う
よ
り
は
、
か
か
る
意
識
的
観
照
 行
 為
を
超
え
、
「
あ
ら
ゆ
 

意
識
的
思
念
の
停
止
」
し
た
第
三
の
③
 
鼠
、
に
 近
い
と
 云
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

次
に
我
々
は
、
神
秘
思
想
と
は
一
応
概
念
的
に
区
別
さ
 ね
 た
か
か
る
 

h
p
 

コ
 w
 。
体
験
の
も
つ
心
理
的
内
容
を
も
っ
と
 詳
し
く
検
討
し
、
 

に
そ
れ
が
ス
ー
フ
ィ
の
内
的
生
活
に
及
 は
す
 影
響
を
 、
広
 く
 一
般
的
視
野
の
下
に
考
察
し
た
い
。
 

更 る の 

（
 
6
 ）
 

 
 

滅
し
て
い
る
。
そ
の
時
、
彼
は
、
あ
た
か
も
神
秘
的
 屈
 照
の
対
象
（
 日
 1
 
ミ
リ
の
 
ゴ
ゴ
目
 
&
 ）
以
外
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
 も
 死
滅
し
、
 又
そ
 

 
 

る
 。
心
が
、
そ
の
観
照
行
為
及
び
観
照
者
と
し
て
の
自
己
 を
 み
よ
う
と
す
る
 

時
は
 、
 必
ず
そ
の
 穏
照
 の
 対
 架
か
ら
注
意
が
逸
れ
る
。
 自
 分
 が
現
に
観
照
し
て
い
る
も
の
に
完
全
に
包
摂
さ
れ
て
 い
る
者
に
と
っ
て
 

は
 、
そ
の
没
入
の
境
地
に
お
い
て
、
自
己
の
観
照
行
為
、
 ス
 自
己
の
抗
Ⅲ
の
 某
と
 柱
る
 白
己
 自
身
及
び
歓
喜
を
味
 わ
い
っ
つ
あ
る
 自
 

己
 の
 心
 、
こ
れ
ら
を
善
 か
識
 
し
よ
う
と
試
み
て
も
そ
れ
は
 不
可
能
で
あ
る
。
酩
酊
者
は
酩
酊
自
体
に
つ
い
て
は
語
ら
 な
い
し
、
至
上
の
 

歓
喜
を
体
験
し
つ
つ
あ
る
者
は
、
歓
喜
自
体
に
つ
い
て
 は
語
ら
低
い
。
語
ら
れ
る
の
は
 唯
 歓
喜
の
対
象
に
つ
い
て
 の
み
で
あ
る
。
 

大
抵
の
場
合
、
そ
の
体
験
は
一
瞬
の
う
ち
に
消
え
去
 る
 雷
光
の
如
き
も
の
で
、
永
続
き
す
る
も
の
で
は
な
い
。
 も
し
そ
う
・
で
な
け
 Ⅰ 0g く 567) 



も
の
と
云
え
る
。
 

し
か
し
、
こ
の
 守
コ
 a
.
 

体
験
の
心
理
的
内
容
は
も
っ
と
 

複
雑
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
に
は
、
強
大
な
王
者
の
前
に
立
 た
さ
れ
 

@
2
 
）
 

よ
う
な
畏
怖
（
 下
 ㏄
 円
ヴ
 
㏄
）
の
感
情
を
伴
う
。
ガ
ザ
ー
リ
ー
 
は
、
ゅ
己
 
目
ロ
 の
 域
に
達
し
た
人
の
検
証
的
瞑
想
（
口
目
 目
口
 
い
す
 
の
）
に
 

 
 

そ
れ
は
、
神
の
栄
光
と
威
光
を
称
え
る
瞑
想
で
あ
る
。
 ゑ
 
、
の
 
意
味
は
 、
 心
が
そ
の
威
光
の
瞑
想
の
中
に
完
全
に
包
 摂
さ
 

念
で
 潰
滅
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
彼
の
心
の
山
・
に
は
、
 
他
を
舶
る
 九
地
 は
ま
っ
 た
く
無
い
。
（
 

3
 ）
 

，
て
 
れ
は
、
 唯
 「
在
れ
 ソ
 」
（
斤
目
）
と
云
う
だ
け
で
森
羅
 

 
 

失
し
た
者
 

（
 
宗
 
5
@
 

如
き
完
全
な
受
身
の
状
態
で
あ
る
。
 

た
 時
に
懐
く
 

つ
い
て
、
次
 

ね
 、
畏
怖
の
 

に
み
ら
れ
る
 

の
 境
地
は
、
心
理
学
的
に
は
、
 

ヨ
 ガ
（
 ぜ
 0
 鷺
 ）
に
お
け
 る
お
 ヨ
目
色
 圧
｜
 長時
間
匹
目
 一
る
 
精
神
集
中
と
瞑
想
に
 よ
る
努
力
の
結
果
、
主
 

@
l
l
 

）
 

体
 の
 全
 忠
誠
 が
 瞑
想
の
対
象
の
中
に
完
全
に
没
入
し
、
 

つ
 い
に
は
主
体
と
客
体
の
間
の
障
壁
が
ま
っ
た
く
消
失
し
 

  

四
 

前
章
に
引
用
し
た
ガ
ザ
ー
リ
ー
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
 如
 き
 
（
 
ド
コ
 
a
.
 は
 、
 別
の
云
い
方
を
す
れ
ば
、
客
体
、
 つ
 ま
 

 
 

攻
、
が
 主
体
の
心
を
包
摂
し
尽
し
て
い
る
た
め
に
、
 

被
 は
ま
っ
た
く
自
己
を
意
識
し
な
い
状
態
で
あ
る
。
客
体
 
の
み
が
心
を
占
め
て
い
 

 
 

る
 。
も
っ
と
正
確
に
云
え
ば
、
主
体
は
客
体
に
つ
い
て
 の
 自
己
の
意
識
を
も
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
自
 己
 自
身
を
意
識
し
て
い
 

 
 

 
 

つ
 意
識
は
な
い
。
従
っ
て
、
客
体
を
彼
が
観
照
し
て
い
る
 と
い
う
意
識
は
な
い
。
 

こ
の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
は
、
観
照
の
対
象
、
観
照
 の
 主
体
及
び
観
照
行
為
の
間
の
区
別
・
分
化
は
存
在
し
な
 い
 。
自
己
は
完
全
に
 剥
八
 

家
 に
な
り
き
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
生
理
学
的
 抽
 

 
 

卜
 
Ⅲ
な
ら
ば
、
 ア
し
山
り
 

Ⅱ
の
 
コ
 a
-
 (5681 ⅠⅠ ひ 



 
 

 
 

在
の
形
式
が
心
の
中
に
顕
示
さ
れ
る
程
に
心
は
拡
げ
ら
 れ
る
。
こ
の
瞬
間
、
全
存
在
が
あ
る
が
ま
ま
に
顕
示
さ
れ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ザ
 

神
秘
の
光
が
明
る
く
輝
く
。
こ
れ
こ
そ
、
以
前
 沈
め
ヴ
 エ
ー
ル
と
も
云
え
る
壁
が
ん
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
て
い
た
も
 の
で
あ
る
。
 

 
 

- の神秘℡ 忠 

よ あ は 一 
う る し 当 つ     

、神 …をになっいはそ 方 :. ぃ ・ かし 又 惑 混 ・ @ １ ょこ こ あたか きない 乱して につい ……神 私的見 によっ である ……彼 

          、 舌口 の も   し て の 神 て 。 の の 

頁 0 
  と る ， 帝溢 ト ） 
  
小 刀 
全   
  
啓   
小 
さ 

  

そ 
  や ま 。 の き 
  心 " 亡 つ 

全 た 果、   
全     
宇宙   
を か 里 ,,   
包   

    
今   れ，っ 、 た   強度 驚 され は 

  車 知   の 誰 瞑 て   
そ を   

真 教     
表 

す 
べ に智 あ 、 瑛 。 

こ o 文身 も 喜に 

て る る   
が 与 甜 

を知 ま え さ 

  ま ち   
尽     
  姿 た @%   

で と     
あ     限 る ま （ に 

  Ⅲ 目に 旧 @ の こ っ 神 
      様 と た   
る き し 

  
  

、 で 泥 道 
存 る ㏄ミロ）強いも 隼す   
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以
上
が
 、
オ
コ
 w
.
 体
験
の
内
容
、
つ
ま
り
ガ
ザ
ー
リ
ー
 の
 
云
う
第
四
の
紬
 毛
 日
色
で
あ
る
。
次
に
我
々
は
こ
れ
 を
 、
「
神
秘
体
験
」
と
 
云
 

わ
れ
て
い
る
も
の
と
比
較
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

註
 

あ
た
か
も
杯
の
み
あ
り
て
酒
の
無
ぎ
が
如
く
 

（
 1
 ）
岸
本
英
夫
「
宗
教
神
秘
主
義
巳
一
八
五
一
八
六
頁
  
 

先
の
引
用
文
の
直
ぐ
後
に
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
は
次
の
よ
う
な
持
を
 
 
 

ガ
ラ
ス
の
色
は
よ
く
酒
の
色
も
よ
し
 

二
つ
の
色
は
互
に
似
通
い
そ
の
区
別
は
難
い
 

グ
ラ
ス
 

あ
た
か
も
酒
の
み
あ
り
て
杯
の
無
ぎ
が
如
く
 

グ
ノ
ス
 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
に
と
っ
て
は
、
 

酒
と
 
杯
は
あ
た
か
 も
 湛
然
一
体
と
な
っ
て
い
る
如
く
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
 何
 
ら
の
本
質
的
一
体
 

化
は
倣
い
。
神
と
人
間
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
両
者
の
 間
 に
は
決
し
て
本
質
的
「
一
体
化
」
（
 ぎ
丘
注
 ）
、
「
化
身
」
 
G
 口
 宙
こ
、
 
あ
る
い
は
 

「
融
合
」
（
 韻
 万
日
）
の
 如
 ぎ
も
の
は
あ
り
得
な
い
 0
 
こ
の
心
理
と
 
現
実
を
混
同
し
て
、
「
わ
れ
に
栄
光
あ
れ
 

ソ
 」
㊧
三
キ
 ゅ
呂
 ）
 と
 か
 
「
わ
れ
は
真
実
 

@
0
 

l
l
 
）
 

こ
と
は
稀
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
 鹸
コ
 
w
.
 

の
こ
の
状
態
は
決
し
て
永
く
は
続
か
 

 
 

一
な
る
真
実
在
（
 日
 1
 
目
ゅ
 日
 Ⅰ
 田
 l
%
 台
）
以
外
に
は
 何
 物
も
現
わ
れ
て
こ
な
い
こ
 

し
ば
ら
く
続
く
。
し
か
し
 又
 、
時
に
は
電
光
石
火
の
如
 く
 瞬
時
の
出
来
事
に
終
る
。
 の

神
秘
的
観
照
（
 ョ
お
 ヰ
学
 り
印
 
じ
は
、
時
に
は
 

そ
し
て
、
こ
れ
が
普
通
の
場
合
で
、
永
く
続
く
 

（
 
9
 ）
 

の
神
秘
が
顕
示
さ
れ
る
・
・
・
…
。
 

人
間
の
側
の
準
備
が
終
る
と
、
 

 
 

 
 

今
や
神
が
そ
の
 僕
 
（
、
 
u
 庄
 ）
の
心
の
世
話
役
と
な
り
、
 

叡
智
（
日
日
）
の
光
で
心
を
照
 し
 出
す
に
至
る
。
神
が
僕
 の
心
の
世
話
を
引
 
1
 

き
 受
け
、
（
神
の
）
恵
み
が
そ
の
上
に
満
ち
溢
れ
、
光
が
 さ
し
込
ん
で
く
る
と
、
心
は
開
き
（
 ぎ
紳
銭
告
じ
、
神
 の
国
（
ヨ
リ
す
村
 由
 （
）
 鮨
 
0
 
）
 



 
 

 
 

 
 

-
 
Ⅰ
 -
 

 
 

（
（
）
 

-
0
%
 
巳
叶
宇
 の
の
拝
む
（
の
）
 
@
 竿
 吹
の
五
つ
の
項
目
の
下
に
 特
徴
づ
け
て
み
た
い
。
 

 
 

一の神秘 

五 
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Ⅲ
彼
岸
者
意
識
 

困
難
な
 臣
業
 と
細
心
の
注
意
を
要
す
る
準
備
と
努
力
に
 ら
 か
加
わ
ら
ず
、
神
秘
的
合
一
を
体
験
し
た
者
は
、
自
分
 

 
 

的
力
 
・
真
理
・
細
射
的
一
者
・
神
に
 
担
 え
ら
れ
た
、
 
そ
 れ
に
触
れ
た
、
又
は
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
た
と
い
う
異
常
 

 
 

理
由
は
、
神
秘
家
が
こ
の
合
一
状
態
に
到
達
す
る
の
は
 

あ
る
い
は
、
そ
れ
が
神
の
特
別
な
恩
寵
と
し
て
与
え
 ら
れ
る
の
 
ぱ
 

自
我
 

の
 意
識
・
努
力
・
 
音
ギ
代
 更
に
は
自
我
の
意
識
を
払
拭
 し
 た
と
亡
う
そ
の
意
識
を
も
完
全
に
取
り
除
く
こ
と
に
よ
 り
、
 彼
が
担
対
酌
静
寂
 

の
 境
地
に
達
し
て
か
ら
で
あ
る
。
今
や
彼
は
完
全
に
受
身
 の
 状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
「
 我
 」
を
取
り
 

 
 

て
 
「
真
空
」
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
何
も
の
か
 に
よ
り
満
た
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
何
も
の
か
が
 彼
 の
心
を
占
め
る
と
す
れ
 

ば
 、
そ
れ
 ば
 
「
外
か
ら
」
、
抗
し
 虹
い
 強
い
 カ
 と
し
て
 心
 に
 迫
っ
て
く
る
。
こ
れ
が
、
究
極
的
存
在
に
触
れ
た
、
 究
極
的
真
理
を
休
得
し
 

た
と
い
う
意
識
と
な
っ
て
表
れ
る
。
こ
れ
が
神
秘
 家
の
 心
の
申
に
消
え
 尭
い
 刻
印
と
な
っ
て
残
る
。
そ
れ
は
、
 

彼
 の
 内
的
生
活
を
根
本
的
 

に
 変
革
す
る
 理
 強
い
も
の
て
あ
る
。
前
述
の
如
く
 
カ
 

 
 

、
 白
己
 白
身
、
観
照
の
対
象
及
び
 健
照
 行
為
自
体
か
ら
 の
 死
滅
、
 更
 

サ
 

に
神
の
威
光
と
崇
高
さ
に
直
面
し
た
際
の
畏
怖
と
困
惑
 に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
 

㈲
歓
喜
と
高
揚
感
 

こ
の
状
態
は
又
、
強
い
歓
喜
と
高
揚
感
を
伴
 う
 も
の
で
あ
 る
 。
そ
れ
は
、
「
個
体
と
し
て
の
個
人
に
課
せ
ら
れ
て
 い
る
制
約
が
完
全
に
 

崩
壊
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
こ
の
崩
壊
は
単
な
る
 消
極
的
な
出
来
事
で
は
な
く
、
有
意
義
で
積
極
的
な
価
値
 を
も
っ
も
の
で
あ
る
。
 

と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
個
人
の
無
限
な
る
拡
大
を
意
味
 す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
 

?
 

）
既
に
ガ
ザ
ー
リ
ー
が
 

、
 

こ
 の
 状
態
を
「
耐
え
ら
れ
 

な
い
程
の
欣
喜
」
と
し
て
特
徴
づ
け
た
こ
と
を
知
っ
て
  
 

㈲
表
現
の
困
難
さ
 

神
秘
 家
 達
は
こ
ぞ
っ
て
、
神
秘
的
合
一
体
験
は
表
現
不
 可
能
で
、
舌
口
薬
で
は
伝
達
で
き
な
い
と
云
う
。
な
ぜ
な
ら
 

、
そ
れ
は
主
客
未
分
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が
験
 （
臼
の
岸
田
ヰ
 

せ
 の
の
（
 
斡
 （
の
）
に
他
な
ら
な
い
と
い
，
 

 
 

っ
 こ
と
が
わ
か
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
、
こ
の
合
一
 

の
 云
う
第
四
の
旺
 ま
ア
 
Ⅱ
 
往
 、
つ
ま
り
守
弘
・
体
験
は
 、
 体

験
が
神
秘
家
の
内
的
生
活
 
ェ
 

我
々
の
云
う
神
秘
的
合
一
体
 

 
 

-
 
二
 
リ
ノ
 

あ
る
い
は
自
我
意
識
に
墓
 く
 様
々
な
汚
れ
か
ら
完
全
に
 解

放
さ
れ
た
時
、
磨
き
清
め
ら
れ
た
鏡
の
如
く
、
そ
れ
は
 事
物
の
真
の
本
質
、
 
眼
 

に
見
え
な
い
神
の
国
の
世
界
（
 ，
巴
 
㏄
ヨ
凹
 1
 日
日
芝
き
（
）
 

 
 

 
 

想
 

こ
の
状
態
は
普
通
水
く
は
続
か
な
い
。
「
稀
な
 場
 合
を
除
い
て
 三
 0
 分
 、
精
々
 
一
 乃
至
二
時
間
と
い
う
の
 が
 限
度
の
よ
 
う
 で
あ
る
。
 
そ
 

 
 

@
4
*
 

）
 

秘
 
れ
を
過
ぎ
る
と
、
日
常
の
元
の
中
に
霞
ん
で
し
ま
 ，
 

っ
 。
」
同
様
の
こ
と
が
ガ
ザ
ー
リ
ー
の
場
合
に
も
云
え
る
 こ
と
は
、
先
に
み
た
通
り
・
で
 

 
 

の
あ
る
。
 

(573) 

-
3
-
 

レ
 ）
 
宙
下
 ）
、
「
神
の
智
」
（
 日
 p
 。
（
目
の
（
 

臣
目
 こ
と
云
う
時
、
 

こ
の
合
一
体
験
を
指
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
 の
 心
が
「
自
己
」
か
ら
、
 

化
の
状
態
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
特
殊
な
経
験
で
あ
る
 か
ら
だ
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
舌
口
語
に
よ
り
表
現
し
よ
う
と
 

す
る
と
、
人
間
の
知
性
 

 
 

は
 常
に
困
惑
す
る
。
 
仮
 り
に
表
現
で
き
た
に
し
て
も
、
 

そ
 れ
は
生
の
体
験
と
は
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
 て
、
 常
に
直
接
体
験
が
 

強
調
さ
れ
る
。
ガ
ザ
ー
リ
ー
も
同
様
に
 、
守
コ
 W
 、
体
験
 0
 表
現
不
可
能
性
、
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
際
の
知
 性
の
困
惑
と
混
乱
、
直
 

肢
体
験
（
 宙
 す
の
 
ミ
ロ
 ）
の
必
要
性
に
つ
い
て
 詰
 っ
て
い
る
。
 そ
し
て
、
神
秘
家
が
強
い
て
そ
れ
を
表
現
し
ょ
う
と
す
 る
 際
の
危
険
に
つ
い
て
 

警
た
 口
を
発
し
て
い
る
。
 

㈲
 
直
 他
阿
知
的
性
 格
 

だ
が
し
か
し
、
こ
の
合
一
状
態
は
知
的
次
元
に
属
す
る
 も

の
と
し
て
 
体
 敬
さ
れ
、
 
又
衷
哩
 さ
れ
る
（
 倒
 え
ば
、
 悟
   

啓
示
等
）
。
勿
論
そ
れ
は
、
普
通
日
常
に
用
い
ら
れ
る
 
分
 別
知
 と
は
ま
っ
た
く
 異
る
 。
そ
の
た
め
に
、
 

音
述
 特
別
 の
 用
語
が
用
い
ら
れ
る
 

㏄
 コ
 0
 の
中
の
 

-
 
 
で
 （
 
ゅ
古
 P
 
 ヨ
 p
 、
 
（
 
円
 
b
p
 
 
等
。
こ
の
こ
と
は
 

ガ
ザ
ー
リ
ー
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
彼
が
「
 神
 を
智
 る
こ
と
」
（
 げ
 q
p
h
u
 



重
凸
た
曲
準
 と
な
り
得
る
 
0
 こ
の
意
味
で
、
ア
ン
ダ
ー
ヒ
ル
が
 、
こ
れ
を
神
秘
的
合
一
件
 牡
 
（
日
の
仁
王
（
 
ぎ
 の
の
（
ド
宮
）
 
と
呼
ぷ
 
べ
 き
 だ
と
提
案
し
 

て
い
る
の
は
正
し
い
 
0
 我
々
も
こ
の
用
詰
を
用
い
る
こ
と
に
し
 、
神
秘
体
験
と
云
う
時
に
は
、
合
一
作
駅
を
含
め
て
、
神
秘
宝
 が
そ
の
生
涯
に
 
亘
 

 
 

彼
女
が
、
神
秘
主
義
の
木
ロ
 的
 性
格
と
し
て
「
生
き
た
人
格
的
 な
 愛
の
対
象
一
を
 

強
調
す
る
時
、
そ
れ
は
 尹
 人
格
調
を
特
徴
と
す
る
 輝
 体
験
に
は
 
妥
当
し
な
 

 
 

 
 

す
る
際
に
通
過
す
 

る
 一
つ
の
段
階
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
上
述
の
諸
持
世
に
 ょ
 り
 性
格
づ
け
ら
れ
た
 体
駐
は
 、
神
秘
幸
り
通
る
必
然
的
一
過
程
 と
し
て
、
一
つ
の
 

  
      

  

  

  

@@b@ ノレ ・臣一   

も 意 ㍉ こ ち " ま な     
(574) 

iC 
及 
ま ｜ 

註 す 
  
と 

ヨ可圧ト 

  
よ 
  
な 
  並 
  
  
  
を 
  
ドコ 

  

  
験 
ic 
も 

見 
  
す 
  
と 
  
で 
ふさ 

る 
  
で 

ま ｜ 

-.@ ナん ふ 

  
ろ 
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れ
が
望
む
唯
一
つ
の
こ
と
は
、
も
う
一
度
同
一
の
体
験
 を
 味
 う
こ
と
で
あ
る
。
（
 
t
 ）
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

ら
れ
た
。
そ
の
炎
は
、
「
愛
す
る
者
し
の
た
め
以
外
の
す
 べ
て
の
も
の
を
焼
き
尽
し
、
 

  

  
な そ   
て ぎり 、 
口二   

努 め   
を 独 
す め 
る 申 
  で 

魂 魂 
め る 
休 乱 
験 す 
し 恐 
た れ 

のあ 彼 「 
」 る 

と も   
避 は 
遍 す 
は べ 

  て 

そ こ   
魂 な 
に 取 
あ り 

ま 除 

こう ｜ り こ 

も と 

深   
い そ 
彩 め 
誓 状 

を 況 
及 に 
ぼ あ 
す る 
た 者   
@C  と   
令 て 
や 可 
そ ムヒ 日 と 

:575) 

    

と @%   
      て 一 対     
「 れ と れ 
配 る い た 
@% 。 。 う   又 者しへ ばそ 聖 テレ 強いあ b / Ⅰ - Ⅹ 

  
。 の つ 

  
会 家は 機 る 伝統 、   
き 

  
る 
ナ " - 
  

  

見   
  
そ 繰返 間の 

うと 

烈 @  し 

  
す   
る 慕 対 

情 者 

（
 0
 う
 ）
 
ウ
 ・
 吋
 .
 の
 u
z
u
 
ニ
 ・
日
田
㏄
Ⅰ
 
セ
め
 
・
㏄
 コ
ロ
 の
。
Ⅱ
。
い
つ
 

「
 3
 ）
し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
ま
ヨ
 
と
ヨ
 p
.
 
ユ
母
の
 -
 @
 の
 慣
習
的
区
別
を
明
ら
か
に
無
視
す
る
よ
う
な
例
に
我
々
は
 時
 々
田
ム
 互
う
 
（
㏄
 
ま
 ㌧
Ⅰ
 

a
.
 

で
 ）
Ⅰ
㏄
一
日
下
セ
 

ぬ
 ・
 
，
 Ⅰ
 、
 ㌧
㏄
 
申
 八
ト
 

ハ
 ・
 ド
 @
 
ヒ
 
け
ミ
 リ
 @
 ヴ
卸
 
す
の
し
一
向
，
Ⅱ
 9
.
 鸞
 
音
羽
 簗
ま
 ）
。
こ
れ
は
、
 

ヨ
 p
 、
エ
 ざ
の
概
念
的
表
現
と
ま
 
ヨ
 

の
間
に
は
本
質
的
 

 
 

う
か
 
（
 ミ
 ・
 旨
 ・
 ミ
 り
ま
・
 ，
円
 す
の
 レ
仁
ま
の
コ
 
（
 笘
 （
 
せ
 。
 ト
 （
 
ゴ
の
韻
 0
 「
 オ
 の
レ
 ミ
ニ
 す
年
 
（
の
 
年
 （
。
 

巴
 1
 の
ま
 い
目
 @
 
、
，
 Ⅰ
 キ
 入
弁
 
ト
 の
の
 
2
 、
め
の
 1
 ㏄
 ご
 。
 

（
 4
 斗
 ）
 
ミ
 ・
）
 
り
 づ
目
の
の
，
Ⅰ
 

y
 
ざ
ぃ
 忘
 Ⅰ
 ぺ
 ～
 ぬ
 ～
～
 
%
 め
・
㏄
㏄
Ⅰ
 

（
 5
 ）
前
述
の
如
く
（
前
章
 
託
 
（
Ⅰ
 ご
 、
ガ
ザ
ー
リ
ー
に
と
っ
 て
は
神
と
人
問
と
の
本
質
的
合
一
は
あ
り
得
な
い
故
、
そ
の
 表
 現
に
お
い
て
は
慎
重
で
 

 
 

あ
る
。
例
え
ば
、
「
・
・
・
・
・
・
彼
の
神
秘
的
 

観
 昭
の
中
で
は
、
一
者
 

 
 

p
-
l
 

甘
 い
由
口
 
）
 ，
と
ね
ロ
 

 
 

る
 古
は
、
お
ら
ゆ
る
も
の
の
中
に
神
を
み
る
」
（
Ⅰ
 

下
 ㎏
 ぬ
 ・
。
 

H
,
 

ぃ
 ㏄
 ト
 八
木
・
 
ゴ
宙
 ま
 い
 に
 す
ゆ
ヴ
ど
 ）
（
傍
点
竹
田
七
日
）
 レ
し
 
手
ム
っ
て
も
、
 
無
 条
件
に
「
神
は
す
 

 
 

 
 

べ
て
で
あ
る
」
と
か
、
「
神
は
す
べ
て
に
内
在
す
る
」
等
と
は
 
云
   



い
の
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ま
た
神
の
自
己
愛
に
外
な
 

，
 

ひ
と
 す
じ
に
生
き
る
、
そ
の
よ
う
な
境
地
 

と
は
ま
さ
に
我
々
 

か
元
 

そ
し
て
「
 彼
 」
と
一
休
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
 め
に
、
神
秘
宝
は
、
そ
の
障
碍
と
な
る
す
べ
て
の
も
の
を
 

  

の
 喜
び
を
見
出
す
よ
う
に
な
る
。
神
秘
家
の
思
念
は
 、
常
 に
 神
に
帰
り
、
何
を
み
て
も
そ
こ
に
神
を
見
出
す
。
 彼
 の
 思
考
や
行
為
の
一
つ
 

 
 

。
そ
し
て
神
秘
家
が
こ
の
神
秘
的
合
一
体
験
を
「
一
度
 二
度
と
 繰
 返
す
毎
に
 、
 

n
2
-
 

内
的
豊
さ
と
重
要
性
と
思
わ
れ
る
も
の
が
不
断
の
進
展
 を
と
げ
る
」
よ
う
に
な
る
。
 

同
様
の
こ
と
が
ス
ー
フ
ィ
の
ロ
コ
 W
.
 
体
験
に
つ
い
て
 至
 ム
 え
る
。
彼
は
、
自
己
の
死
滅
（
 h
p
 
コ
 W
.
 

）
に
よ
り
、
神
秘
 

 
 

の
 何
も
の
も
み
な
い
。
か
く
し
て
、
彼
は
こ
の
体
験
の
中
 で
、
 神
 
・
真
実
在
以
外
何
も
の
も
存
在
し
な
い
と
い
う
 真理
を
直
覚
す
る
。
 
こ
 

の
 直
覚
い
か
な
る
論
理
を
も
っ
て
し
て
も
 動
 か
す
こ
と
が
で
き
な
い
種
の
権
威
と
重
さ
を
伴
い
、
 ス
 ｜
ブ
イ
 の
心
を
支
配
す
 

る
 。
た
と
え
㌃
 コ
叩
 体
験
そ
の
も
の
が
終
っ
て
も
、
 

す
 べ
て
は
神
に
よ
っ
て
神
の
た
め
に
在
る
と
い
う
不
動
の
確
 信
は
残
る
。
今
や
 、
何
 

 
 

を
み
て
も
そ
こ
に
神
を
み
る
。
こ
の
（
 リ
コ
 
W
-
 
体
験
を
経
 た
 後
の
ス
ー
フ
ィ
の
唯
一
の
行
は
 、
 公
に
規
定
さ
れ
た
め
 ホ
 教
内
義
務
（
の
 ゴ
 a
r
 
～
 ，
さ
 

の
 他
に
は
、
「
自
分
の
心
を
常
に
神
の
元
に
お
く
 @
 
こ
と
で
 あ
る
。
そ
の
時
、
彼
の
眼
に
現
わ
れ
る
も
の
す
べ
て
が
 、
 神
か
ら
の
教
訓
と
警
 

し
て
の
思
念
と
な
る
。
」
（
 

3
-
 こ
の
よ
う
 
に
し
て
、
ス
ー
フ
ィ
は
神
を
智
れ
ば
 智
 る
ほ
ど
（
 、
が
 
「
 
p
h
 
が
り
、
益
々
神
へ
の
彼
の
 

  

愛
 
（
 ョ
い
け
リ
 
三
樹
，
 ぎ
ヰ
 ）
は
増
大
す
る
。
こ
の
神
の
愛
 は
一
 。
熱
愛
」
（
 ぶ
臼
口
 
）
に
 変
る
 。
そ
こ
で
は
、
ス
ー
フ
ィ
 の
 唯
一
の
存
在
日
的
は
 

神
の
だ
め
と
な
り
、
神
と
再
び
「
会
う
こ
と
」
（
 
-
 
山
ロ
 

W
.
 

糖
 ）
 
団
プ
 ）
と
な
り
、
神
と
の
「
 睦
 じ
い
語
ら
い
」
（
日
日
南
 一
目
汁
）
 

 
 

犠
牲
を
も
惜
し
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
彼
は
 自
己
白
身
か
ら
、
 
又
こ
 

（
 
4
 ）
 

0
 世
（
 宙
仁
コ
ゼ
ゅ
 

）
の
あ
ら
ゆ
る
伴
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
 な
身
 と
な
っ
て
い
る
（
 臼
 1
%
 ま
往
生
 l
 ヨ
 ロ
 （
）
 
い
ロ
 
。
 日
 1
 日
 け
り
ヰ
 

㏄
 的
プ
コ
 
Ⅱ
）
。
 

以
上
の
考
察
か
ら
、
次
の
こ
と
が
云
え
る
の
で
は
な
か
 ろ
う
か
。
即
ち
 、
 
神
の
愛
神
秘
家
に
と
っ
て
は
、
「
 私
 」
、
「
自
己
」
は
 無
 

(576) 1  
 

そ
れ
と
完
全
に
合
一
す
る
 迄
 消
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
神
 桃
家
の
唯
一
の
関
心
は
神
な
る
「
 彼
 」
と
再
会
し
、
「
 彼
 」
と
二
人
き
り
に
な
り
、
 

 
 



 
 

 
 

（
 
7
 ）
 

 
 

援
 

な
い
。
「
人
は
現
世
で
の
生
活
と
同
じ
状
態
で
死
に
 
、
 
死
ぬ
時
と
同
じ
状
態
で
蘇
生
す
る
ご
現
世
は
、
肉
体
 を
 通
じ
て
人
の
心
を
清
め
る
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

し
 、
こ
の
世
の
愛
に
縛
ら
れ
て
い
れ
ば
、
こ
の
世
を
離
 れ
て
も
、
そ
の
人
の
心
は
な
お
現
世
へ
の
渇
望
に
支
配
さ
 ね
 、
神
の
方
へ
は
 向
わ
 

 
 

む
秘
 
現
世
（
 隼
仁
 
目
せ
 
緯
 ）
で
の
生
活
は
、
こ
の
目
的
の
た
 め
の
準
備
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
世
に
お
い
て
、
神
を
智
 り
、
 神
を
愛
す
る
こ
と
 与
け
 

 
 

に
 第
三
の
蕾
 昌
 りの
特
徴
と
し
て
述
べ
た
 
一
 
。
神
へ
の
 絶
対
的
至
誠
」
（
注
 
1
 戸
三
斜
 
田
 1
 日
兵
団
 口
 ）
の
こ
と
で
 か
 
め
 る
。
こ
れ
か
（
 
め
ノ
そ
甘
 

～
 
み
 

の
 信
仰
告
白
へ
の
全
人
格
的
関
与
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
 

の
 云
う
第
三
の
寸
 ま
，
ア
 

Ⅰ
 
宙
 と
は
、
神
秘
 内
合
一
体
験
の
唆
 ス
 i
 

ブ
イ
 が
「
普
通
の
」
心
的
状
態
に
帰
っ
た
時
の
内
的
状
 能
 一
と
 云
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
く
し
て
、
ス
ー
フ
 ィ
 は
神
を
甜
 り
 、
そ
し
 

 
 

て
す
べ
て
の
も
の
が
神
に
よ
っ
て
、
ま
た
神
の
た
め
に
 存
 在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
単
に
知
的
に
理
解
す
る
の
 で
は
な
く
、
現
に
そ
う
 

 
 

っ
て
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
の
云
う
「
霊
的
確
信
」
 

G
 お
ぎ
 ）
 と
 ぱ
、
 我
々
の
云
う
神
秘
 

（
 
二
り
 

-
 

的
 合
一
体
験
か
ら
生
じ
て
き
た
こ
の
よ
う
な
不
動
の
信
 仰
 で
あ
る
と
云
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

こ
の
神
秘
体
験
後
の
神
の
愛
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
 、
そ
れ
は
「
熱
愛
」
（
 
ぶ
約
 ③
に
変
り
 、
 更
に
は
「
 親
 近
の
境
地
」
（
日
あ
）
 、
 

つ
ま
り
永
続
的
な
神
へ
の
親
近
感
へ
と
発
展
す
る
。
し
か
 し
 、
こ
の
段
階
に
至
っ
て
も
、
ス
ー
フ
ィ
の
懐
く
「
 巴
 忠
 」
テ
ア
リ
 
ノ
く
 

（
 
-
 
）
は
終
り
 

に
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
人
間
の
こ
の
世
で
の
 生
 存
 そ
の
も
の
が
不
断
の
神
秘
的
観
照
（
ヨ
目
の
 
オ
目
オ
 
の
年
 
じ
 
を
 不
可
能
に
し
て
い
る
 

か
ら
だ
。
ど
れ
程
高
い
境
地
に
達
し
た
者
で
も
、
人
間
 の
 現
世
的
存
在
そ
の
も
の
か
ら
く
る
諸
要
求
を
無
視
す
る
 こ
と
は
で
き
な
い
。
 
そ
 

の
 意
味
で
、
世
俗
と
の
伴
を
完
全
に
断
ち
切
る
こ
と
は
 不
 可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
 純
な
 瞑
想
を
乱
し
、
注
意
を
逸
 ら
す
。
従
っ
て
、
完
全
 

な
る
見
神
（
 
目
 ・
 
ぜ
注
と
 ）
 
蝉
こ
 又
は
「
神
と
相
会
え
る
こ
 と
 」
（
 目
 a
.
 

と
田
 

す
 ）
は
、
ス
ー
フ
ィ
が
こ
の
世
的
存
在
 

 
 

放
さ
れ
る
来
世
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
 
@
6
 
）
 

最
高
の
喜
び
と
至
福
（
お
田
 鮮
 ）
は
、
来
世
（
 目
村
ゴ
申
 

「
の
）
 
に
お
い
て
初
め
て
 
上
現
 

思
 
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
人
間
の
究
極
の
 目
的
（
 住
斜
速
 ）
な
の
だ
。
 



こ
ろ
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。
粘
々
「
 愛
 」
（
 ヨ
ゅ
ぽ
 が
ヴ
す
 
曲
 ）
、
「
烈
し
い
（
神
へ
の
）
思
慕
」
（
の
 ゴ
 ピ
店
）
等
の
如
き
 人
格
的
用
語
に
よ
る
 心
 

理
学
的
記
述
で
終
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
 白
身
の
云
う
如
く
 、
 Ⅰ
 ト
セ
ぬ
 ，
に
お
け
る
彼
の
最
大
の
関
心
 

  

（
ハ
 
ン
 ）
 

に
 至
る
た
め
の
方
法
論
（
 ど
ョ
凹
 1
 ヨ
 由
 、
 
a
 口
笛
）
の
）
に
 お
 

 
 

註
 （

Ⅰ
）
の
（
・
 
、
 
Ⅱ
。
Ⅰ
の
の
 

笘
 、
円
さ
 
ヰ
馬
 
Ⅰ
 ヘ
守
ド
の
 
Ⅰ
の
 
ヰ
ト
弗
 
（
（
 
ヨ
 の
的
。
巾
の
。
 

オ
の
 
・
Ⅰ
 の
ひ
ト
 

）
 ，
 Ⅰ
 ド
の
 

「
 
2
 ）
 
ミ
 ・
 
甘
ヨ
 9
.
q
 討
ぬ
 末
ぬ
「
 
ぎ
 %
 安
・
 び
軍
 

（
 
3
 ）
 
ト
寺
 
㎏
 ぬ
 ・
・
Ⅱ
 
，
 の
臣
の
・
（
）
（
・
 

弓
 p
q
 

（
～
 

す
巴
 1
 ハ
ま
 
@
 
「
り
口
 

，
ヴ
ゆ
ヴ
 ）
・
 援
い
 
せ
 岡
 コ
ヨ
 す
 内
田
日
田
 
｜
い
ミ
 
Ⅱ
向
ヰ
）
 

（
 
4
 ）
 
ト
ミ
セ
羽
 

・
・
 
目
 ・
㏄
Ⅰ
 
い
 （
 
犠
い
由
 
「
。
の
 
オ
旦
 Ⅰ
 N
.
 

ロ
ド
 

ド
り
コ
甘
り
由
 

@
 
ム
い
 
（
 日
，
ぃ
 
ロ
 ブ
 ③
 
一
 
・
 目
 ・
）
の
の
（
 
へ
ひ
 
～
 
d
 ：
の
 ァ
簿
ぢ
 二
ロ
 り
ヒ
臣
コ
す
 

a
q
i
Q
 

い
侍
ド
 
丁
ヰ
 
ド
由
 
Ⅱ
 し
 

（
 
5
 ）
し
か
し
、
現
実
に
は
、
第
三
の
巨
 
珪
 り
ま
 ほ
、
 単
に
 
ト
 

の
後
に
く
る
だ
け
で
は
な
く
、
 

又
 当
然
次
の
連
 鼠
 ，
 体
 

  

る
 過
程
を
不
断
に
 操
咀
 す
こ
と
に
よ
り
、
神
秘
案
の
内
的
生
活
 は
一
 
@
n
 
め
ら
れ
る
。
最
後
に
は
、
こ
の
よ
う
な
守
口
 w
-
 
体
験
の
繰
 
近
し
の
段
階
を
越
 

(578) 

だ 神 仙 思 、 無 
  

と 」 な 恕 、 い 以       上 が 等のらな理解 去 と と思 わ う を 
も 
  
て 

    る 

  
  
ト ド 

    
  を 用 暁す アろ シか、 は み た そ るいュ 限 てア も 知フ 々 ガザ 釆 ｜リ り、 ガザ リー れな 

  
@ こ   お 

ザ リ 学 。 う の     る     
i 表 l は （ 思   

至 

の る 的 ュ   
一 の 釈 リ ヨ や 百王 古人 l 

  
休 験 はで 、 あ 神の々 l ） 我   

  まこ 基 を この る 。 恩 学 如き ｜ 

に 神 従 想 後 れ 
を先 

  神秘 そ を 秘的合し、 って、 の論理 の神秘 

の、 一 て 

  
  
と     
よ ナ @ 

      

た
め
の
修
練
の
場
で
あ
る
。
人
間
の
こ
の
世
で
の
肉
体
 的
 存
在
は
 、
 「
そ
の
心
を
神
に
似
せ
る
」
（
（
 い
オ
ゴ
ゅ
 

コ
け
ロ
口
 
ガ
 巨
川
口
 卜
繍
ゴ
 ）
た
め
 
0
 

 
 

の
 世
具
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
現
世
は
こ
の
究
極
的
目
的
 と
の
関
連
に
お
い
て
初
め
て
積
極
的
な
意
味
を
も
ち
、
 ス
ロ
コ
 a
,
 
体
験
は
終
末
 
1
 



ガザ - 1 - の神秘思想 

え
て
。
 ア
ソ
 タ
ー
ヒ
ル
の
云
う
 コ
但
 一
酌
生
活
」
（
（
 
オ
の
 仁
田
（
 

@
 の
三
の
）
の
段
階
に
入
る
。
そ
こ
で
は
、
自
己
の
人
格
的
独
立
 
 
 

ら
 、
日
常
生
活
の
一
瞬
一
瞬
が
い
わ
ば
こ
の
 f
a
 
コ
ゆ
 
・
体
験
と
同
 じ
 境
地
が
現
出
さ
れ
る
。
 

（
 
二
 
U
 ）
 H
 や
セ
ぬ
 
-
,
 
モ
 ・
の
Ⅰ
 
卜
 （
 
モ
ハ
 
・
 
ヲ
月
い
 

甘
の
 
す
サ
 
p
,
 ロ
の
ド
自
 

コ
目
 p
 、
 
コ
い
 ・
 
-
 
１
 
の
 
ゴ
ぃ
毛
由
レ
 

 
 

し
か
し
、
ガ
ザ
ー
リ
ー
に
 ょ
 れ
ば
、
厳
密
に
は
、
来
世
に
お
い
 て
も
人
間
は
神
を
完
全
に
見
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
 な
ら
、
神
は
無
限
 

で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て
、
人
間
の
神
へ
の
「
 巴
慕
 」
は
無
限
 
続
く
 

父
ひ
 ～
 
d
.
 
）
 C
 臣
の
Ⅰ
 約
 出
ユ
 ，
力
 ～
 
鼠
ぎ
 
R
%
 ぺ
 
0
,
 ）
 
窩
ウ
 
い
イ
 o
p
 
の
・
口
 

"
 Ⅰ
 

ト
の
 
㏄
）
。
 

（
 
り
 
j
 ）
 ト
 冬
セ
 
簿
 ・
。
Ⅰ
 
、
い
 つ
 申
 

（
 
8
 ノ
レ
 ・
 
め
 ・
 
レ
 か
や
 つ
オ
氏
ゃ
 
Ⅰ
㎏
 
め
 
～
～
 

c
Q
 
～
 セ
ま
 支
っ
め
っ
寸
オ
 

ミ
つ
へ
コ
ヘ
 
ま
ミ
セ
ぎ
 も
 ぎ
 
Ⅰ
 申
 
n
u
 ～
 ら
 「
Ⅰ
 
驚
 
（
の
り
 

ヨ
町
 三
宅
・
 拮
呂
 」
参
照
。
 

 
 

機
会
に
詳
論
す
る
 り
 も
り
で
あ
る
が
、
 
拙
棚
臣
レ
 甲
申
コ
ミ
出
門
 
の
 Ⅰ
 
卸
 
0
 い
 。
六
 
%
 ハ
 
い
 せ
 。
ベ
イ
 

ミ
ぎ
下
 

巨
コ
由
コ
め
 
由
の
 
ゴ
円
 「
㏄
 
コ
匹
 
a
 （
 
@
0
 
コ
り
コ
 
4
%
 コ
コ
 
0
 （
 
い
由
 
0
 コ
の
 
o
h
 、
 
本
 浮
 い
す
 
日
 @
 ぃ
 
年
下
 
ぷ
 
W
 「
 ま
ヒ
 下
し
 い
ガ
毛
り
 
（
・
 
o
b
 ヱ
抜
 ト
下
ヒ
 

ぬ
 ・・
に
 
き
 ま
い
て
 も
 @
 
養
 ・
 
、
 （
 
弔
ア
 
・
 
し
 

年
 げ
の
の
「
（
 

ぃ
宙
 
0
 コ
ハ
ロ
 コ
 で
 し
ヴ
ニ
 

の
す
 
0
 年
 
デ
 
主
り
「
 

4
%
 

「
色
目
 

ユ
 v
 の
Ⅱ
 
簗
 （
 
ぜ
，
ト
つ
つ
 

っ
 
）
・
守
二
日
・
の
 
す
ダ
毯
 参
照
。
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仏
教
 巴
 思
の
実
証
的
・
文
献
学
的
研
究
が
わ
が
国
で
始
ま
っ
た
 の
よ
、
 

@
 

明
治
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
明
治
百
年
を
迎
え
た
 今
  
 

わ
れ
が
新
し
い
視
点
か
ら
解
明
さ
れ
た
仏
教
思
想
の
成
果
を
学
  
 

で
き
る
の
も
、
こ
こ
百
年
間
に
お
け
る
先
輩
の
字
者
た
ち
の
 囚
 恵
 に
よ
 モ
 

も
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
な
が
ら
、
一
万
で
は
漢
訳
仏
典
を
中
心
と
す
る
 各
宗
の
 教
甜
と
 

実
践
が
、
一
般
仏
教
徒
の
宗
教
生
活
の
基
盤
と
な
っ
て
伝
持
さ
 れ
て
き
て
 

い
る
か
ら
、
仏
教
の
伝
統
的
研
究
と
 寅
肛
的
 研
究
を
ど
の
よ
う
 ほ
 つ
き
 合
 

わ
 せ
い
く
か
が
、
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 漢
訳
仏
典
 

に
 基
づ
く
「
信
心
」
の
宗
教
実
践
力
生
活
の
中
に
、
学
的
照
明
 に
よ
っ
て
 

明
ら
か
と
な
っ
た
仏
教
 思
 忠
を
注
入
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
 

宗
派
仏
教
 

な
い
し
は
京
芋
者
た
ち
に
と
っ
て
 、
キ
，
の
俘
在
 を
根
八
か
ら
く
 っ
 が
え
す
 

評
 

場
面
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
 

思
っ
に
、
仏
教
 巴
想
は
モ
 の
 展
朋
 の
過
程
に
お
い
て
、
実
践
 と
  
 

一
つ
の
も
の
と
な
っ
て
 
、
モ
 
れ
ぞ
れ
の
時
代
・
民
族
，
地
域
に
 信
奉
さ
れ
 

 
 

 
 

目
 
@
 
-
"
 て

き
た
。
仏
教
 字
 が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
仏
教
思
想
の
展
 開
が
 仏
教
 

早
桶
鏡
玉
 

@ 司 
原 
始 
浄 
土 
" 田 し " 

想、 
の 

研 
究 
c= ， 

藤
田
宏
連
署
 

書 

評 

自
体
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仏
教
 は
あ
 く
ま
で
も
 

わ
れ
わ
れ
人
間
の
思
想
と
実
践
に
か
か
わ
る
「
 道
 」
の
探
求
を
 内
実
と
し
 

て
お
り
、
そ
れ
の
集
積
で
あ
ろ
諸
文
献
の
研
究
に
し
て
も
、
 ま
 た
 仏
教
者
 

の
 営
ん
で
き
た
信
心
の
具
体
的
生
活
行
動
に
し
て
も
、
す
べ
て
 こ
う
し
た
 

仏
教
思
想
の
展
開
の
な
か
で
論
ぜ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
 曲
 る
。
 
コ
呼
追
 

」
 の
 

探
求
は
、
伝
統
 ニ
己
 証
の
二
に
し
て
不
二
な
る
関
係
 壬
 そ
の
 う
  
 

で
い
る
。
し
か
も
ま
た
、
こ
の
 
一
 
・
 
道
 」
は
「
得
道
者
」
（
仏
教
者
 
と
い
っ
て
 

よ
い
で
あ
ろ
う
）
が
先
輩
の
「
得
道
者
」
た
ち
を
知
り
、
ま
た
 信
じ
て
い
 

く
こ
と
に
よ
っ
て
体
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
来
か
ら
い
わ
 れ
る
よ
 
う
 

に
 、
「
学
道
」
の
「
学
し
の
意
味
は
、
知
識
・
理
論
を
究
め
る
こ
 

と
と
、
 信
 

心
の
生
活
に
生
き
る
こ
と
と
の
二
つ
 る
 同
時
的
な
も
の
と
し
て
 も
つ
こ
と
 

を
意
味
し
て
い
る
。
善
導
大
師
の
「
単
体
大
悲
 
心
 」
（
仏
の
大
 悲
心
 @
 
ゲ
 -
 
学
 

ぶ
 ）
の
こ
と
ば
も
 、
 右
の
ご
と
き
意
味
に
体
な
ら
な
い
。
 

仏
教
思
想
に
た
い
し
て
、
そ
の
時
代
、
そ
の
時
代
の
人
び
と
か
 学
的
 究
 

明
 を
行
な
う
こ
と
が
・
字
体
大
悲
 心
 に
連
続
す
る
と
い
う
と
こ
 ろ
に
、
 仏
 

教
の
本
旨
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
仏
教
の
現
代
化
も
、
そ
の
 意
 叶
で
 理
解
 

す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

日
本
仏
教
を
禅
と
念
仏
（
 浄
 七
教
）
の
 
二
 潮
流
に
分
け
た
 場
令
 
ス
 
@
 

ら
が
 イ
ソ
 ド
 仏
教
や
中
田
仏
教
の
流
れ
の
な
か
で
変
容
し
て
 キ
 て
い
る
 事
 

実
は
、
手
者
の
間
で
は
自
明
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
 体
 系
 的
に
論
 

証
す
る
労
作
は
き
わ
め
て
少
な
か
っ
た
。
こ
と
に
、
禅
に
し
ろ
 念
仏
に
し
 

 
 

ろ
 、
一
般
仏
教
徒
た
ち
に
用
 碑
 さ
れ
て
い
ろ
面
と
、
専
門
学
者
 の
そ
れ
と
㈹
 

の
間
に
は
、
大
き
な
隔
り
が
あ
っ
て
、
い
わ
か
 ろ
 布
教
実
践
上
 の
 障
碍
と
 
3
2
 

い
っ
た
も
の
が
、
宗
派
教
団
に
と
っ
て
の
悩
み
で
も
あ
る
。
 伝
 統
 宗
学
の
 

1
 



 
 

枠
内
で
 宗
 @
 
手
を
あ
つ
か
う
こ
と
ず
ら
時
代
の
抵
抗
が
あ
る
の
で
 
あ
る
か
 

ら
 、
伝
統
宗
学
は
こ
の
際
、
か
っ
て
宗
祖
（
開
祖
）
が
試
み
る
 れ
た
よ
 う
 

 
 

に
 、
仏
教
思
想
 そ
 の
も
の
に
立
ち
 咲
 っ
て
、
宗
学
の
殻
を
打
ち
 破
る
努
力
 

を
し
て
欲
し
い
と
思
う
。
従
来
、
浄
土
教
の
諸
宗
派
に
お
い
て
 は
 、
伝
統
 

宗
学
に
よ
る
 研
荻
 ・
布
教
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
浄
土
教
自
体
の
 成
立
と
展
 

弗
を
学
的
に
か
つ
体
系
的
に
研
究
ず
る
試
み
は
皆
無
で
あ
っ
た
 。
ま
た
、
 

わ
が
国
の
近
代
仏
教
学
者
た
ち
に
お
い
て
も
、
事
情
は
同
様
で
 あ
っ
た
。
 

明
治
時
代
に
「
大
乗
非
仏
説
論
」
を
打
破
し
ょ
う
と
し
た
 
学
 者
の
中
に
 

は
 、
浄
土
教
を
釈
尊
以
来
の
仏
教
の
本
流
と
 担
 え
よ
う
と
し
た
 人
 び
と
も
 

が
 い
 た
し
、
ま
た
部
分
的
に
は
浄
土
教
の
文
献
学
的
研
究
を
行
 な
っ
た
 学
 

者
が
輩
出
し
た
け
れ
ど
も
、
文
献
と
思
想
を
二
つ
と
も
に
つ
き
 ム
ロ
 
わ
斗
ヒ
、
 

浄
土
教
思
想
の
始
源
と
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
東
西
 の
 文
献
 

研
究
を
博
 く
 渉
猟
し
て
、
諸
学
説
を
整
理
し
、
も
っ
て
現
時
点
 に
お
け
る
 

妥
当
な
見
解
を
打
出
 ユ
 
9
 人
は
、
こ
こ
百
年
間
に
だ
れ
も
い
な
か
 つ
 -
@
 

ヰ
ハ
 
。
 

幸
い
に
し
て
、
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
北
海
道
大
字
教
授
藤
田
宏
 達
 博
士
 

に
よ
っ
て
、
多
年
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
「
原
始
浄
土
思
想
 の
 研
究
 L
 

が
 公
刊
さ
れ
た
の
で
ま
さ
し
く
待
望
の
書
が
得
ら
れ
た
と
い
 
う
 喜
び
を
 

表
明
し
た
い
。
そ
れ
と
同
町
に
、
著
者
が
仏
教
思
想
の
展
開
の
 な
か
で
、
 

 
 

れ
ま
で
な
 

し
え
な
か
っ
た
点
で
あ
る
）
と
い
う
、
手
堅
い
万
法
論
を
わ
れ
 わ
れ
は
 
字
 

こ
と
が
て
き
る
し
、
ざ
ら
に
個
々
の
論
証
 げ
上
 
め
い
て
も
、
 独
  
 

し
て
真
実
に
せ
ま
る
と
い
う
学
的
操
作
を
一
貫
し
て
著
者
が
持
 ち
 つ
づ
け
 

て
い
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
う
。
博
モ
 
は
 温
厚
・
篤
実
の
人
柄
で
  
 

「
 道
 」
を
探
求
ず
る
イ
ン
ド
キ
・
仏
教
学
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
 そ
、
こ
 

の
よ
う
な
だ
れ
も
が
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ず
の
研
究
を
 、
ま
づ
最
 
4
 

 
 

 
 

初
に
行
な
い
え
た
人
と
い
え
よ
う
。
 

本
書
は
 、
ま
づ
 序
論
と
し
て
、
「
原
始
浄
土
思
想
と
問
題
の
所
在
 
 
 

い
 て
論
じ
、
本
書
に
と
り
く
む
態
度
を
示
す
。
「
わ
れ
わ
れ
は
 、
原
始
 浄
 

上
 思
想
を
、
従
来
の
宗
派
仏
教
の
伝
統
的
理
解
か
ら
ひ
と
ま
 づ
 離
れ
、
 
現
 

代
の
 イ
ソ
 ド
学
 
・
仏
教
学
の
学
問
的
視
点
に
立
っ
て
、
批
判
的
 に
 研
究
し
 

直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ほ
、
現
代
の
発
達
 し
た
文
献
 

字
 と
歴
史
学
の
方
法
論
的
基
礎
に
立
っ
て
、
原
始
浄
土
思
想
が
  
 

想
 な
い
し
仏
教
思
想
の
流
れ
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
 め
 、
ど
の
 

よ
う
な
意
義
を
担
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
 を
 意
味
す
 

る
で
あ
ろ
う
」
（
五
ぺ
 ー
 ジ
）
と
述
べ
、
全
体
を
六
章
に
分
け
て
 、
論
及
し
 

て
い
く
見
通
し
を
掲
げ
て
い
る
。
 

な
お
、
本
書
の
末
に
、
英
文
で
内
容
目
次
と
梗
概
を
二
十
一
 ぺ
 ｜
ジ
こ
 
@
 

わ
た
っ
て
出
し
て
お
り
、
本
論
の
六
章
全
体
に
つ
い
て
の
要
約
 、
と
く
に
 

個
々
の
問
題
点
に
関
す
る
著
者
の
論
証
と
結
論
が
記
さ
れ
て
い
 る
か
ら
、
 

非
常
に
便
利
で
あ
る
。
さ
て
、
以
下
に
各
章
の
要
旨
を
み
る
こ
 と
に
し
よ
 

 
 第

一
章
「
浄
土
経
典
と
関
係
資
料
 L
 に
お
い
て
は
、
浄
土
三
部
  
 

ち
 、
直
接
浄
土
思
想
を
伝
え
る
 八
 無
量
寿
経
Ⅴ
 と
ハ
 阿
弥
陀
経
 V
 
の
 諸
異
 

本
 を
と
り
あ
げ
、
 
サ
ソ
ス
タ
り
 ：
 
ト
木
 
・
チ
ベ
漢
訳
に
 つ
い
て
、
 

ぎ
細
 な
文
献
学
的
考
察
を
試
片
そ
い
る
。
「
観
無
量
寿
経
」
は
 浄
土
思
想
 

に
 言
及
す
る
関
係
 廿
料
 の
一
つ
と
し
て
、
考
察
し
て
い
る
。
 

そ
 の
う
ち
、
 

五
存
 七
人
と
古
来
い
わ
れ
て
，
 
さ
た
 漢
訳
 八
 無
量
寿
経
 V
 
の
訳
者
 問
題
に
関
 

し
て
は
、
著
者
は
綿
密
な
考
証
を
加
え
て
い
る
。
「
大
阿
弥
陀
 経
 」
は
 呉
 



の
支
謙
訳
 
（
三
世
紀
前
半
）
と
い
う
伝
承
 
た
 -
 
再
 確
認
し
、
第
二
 説
 と
し
て
 

支
旺
迦
託
 Ⅲ
（
二
世
紀
後
半
）
を
出
し
、
つ
い
で
キ
文
也
 

臼
 ㍉
 訳
 し
 
」
 山
ビ
れ
た
 

「
平
等
 亜
討
 」
 e
 訳
者
を
斥
け
て
竺
法
 護
 、
前
涼
め
出
廷
、
 
み
 、
 。
 
レ
 Ⅰ
 、
致
 

0
%
 延
 （
三
世
紀
 中
 ご
ろ
）
と
い
う
 祐
枕
 の
う
ち
、
 卸
は
 Ⅰ
 托
目
 、
レ
 
w
M
@
 

～
 -
 
採
 

用
 し
て
い
る
。
曹
魏
の
康
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
と
し
て
わ
が
国
で
流
布
。
と
」
 

 
 

量
寿
 経
口
に
つ
い
て
は
、
 

束
 背
の
仏
陀
 
匹
吐
羅
 
（
 党
円
 @
 と
到
 小
木
の
 
宇
 一
 
%
 ボ
 

と
の
共
訳
（
五
世
紀
前
半
）
説
を
支
持
し
、
最
近
唱
え
ら
れ
た
 ぞ
の
共
訳
 

説
 を
く
っ
が
え
す
野
上
 俊
静
脱
 
（
 敦
炬
本
 ・
神
瑞
写
経
に
よ
 
る
 ）
 あ
 @
 
、
 圭
何
 

者
は
書
誌
学
の
万
法
を
と
り
入
れ
て
破
し
て
い
る
。
 
日
 無
量
寿
 如
来
会
」
 

と
日
大
乗
無
量
寿
荘
厳
経
口
に
つ
い
て
は
訳
者
に
異
論
の
な
い
 
こ
と
か
 

ら
 、
前
者
は
唐
の
菩
提
 流
 忠
記
入
世
紀
前
半
）
、
後
者
は
宋
の
 法
賢
 
（
 @
 

大
息
災
）
 
訳
 
（
十
世
紀
末
）
を
認
め
て
 
ぃ
耳
 。
漢
訳
 六
 阿
弥
陀
   

羅
什
 訳
 （
 四
 0
 二
 Ⅰ
 
玄
 英
訳
（
六
五
 0
 ）
 か
 現
存
し
、
 
八
 無
量
 寿
経
 Ⅴ
 と
 

な
ら
ん
で
こ
れ
を
直
接
資
料
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
 禅
 観
経
典
 

の
 
一
つ
と
目
さ
れ
、
か
つ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
の
現
存
し
な
い
 「
観
無
量
 

麦
縄
 ヒ
は
 
つ
い
て
は
、
シ
ナ
撰
述
と
い
う
決
め
手
の
な
い
以
上
 、
 経
の
大
 

綱
は
中
央
ア
ジ
ア
（
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ソ
周
辺
Ⅰ
 ，
 
）
で
行
な
わ
れ
た
 観
法
を
伝
 

え
た
も
の
と
し
、
そ
の
意
味
で
、
関
係
 費
 卸
の
中
に
ふ
く
め
て
   

章
末
に
掲
げ
た
 
一
 
・
浄
土
思
出
に
 @
 及
ず
る
 軽
論
 ・
一
覧
表
」
は
  
 

年
前
に
お
け
る
矢
吹
 匝
抑
 Ⅳ
士
の
「
漢
訳
浄
土
経
論
泰
二
を
 基
 に
し
て
、
 

乎
 

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
を
漸
㌃
に
加
え
、
増
床
・
補
正
し
た
 も
の
で
、
研
究
 

 
 

者
に
と
っ
て
多
大
の
便
宜
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
 

第
二
章
「
原
始
浄
土
思
想
の
成
立
し
は
、
 

ま
づ
 第
一
に
八
無
量
   

書
の
原
初
形
態
、
第
二
に
六
阿
弥
陀
経
 
V
 の
原
初
形
態
に
つ
 

い
て
、
サ
ン
ス
 

ク
リ
ッ
ト
原
本
と
漢
訳
と
の
 対
 此
に
よ
る
異
同
、
と
く
に
 シ
ナ
 的
 変
容
な
 

ど
は
 つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
羅
什
課
コ
阿
弥
陀
経
 L
 の
 六
方
 段
 

 
 

も
 六
万
 諸
 

仏
名
 は
北
 ㌍
め
芋
 堤
 Ⅰ
 文
 ・
 
昧
 「
仏
名
 卍
 」
 巻
 大
宅
大
正
蔵
」
 一
 四
巻
、
一
 

四
三
頁
 申
 ）
に
 、
ほ
ィ
 二
皿
 丑
に
 相
当
す
る
こ
と
も
 尭
丘
 し
て
い
   

で
、
第
三
に
浄
土
思
出
成
立
の
年
代
と
地
域
に
つ
い
て
論
・
 
す
 ：
 ?
 。
ま
ず
 訳
 

経
史
・
他
け
経
典
と
の
関
係
・
イ
ン
ド
の
一
般
文
献
な
ど
に
 基
 づ
い
て
、
 

い
わ
ゆ
る
 緒
典
 史
的
考
察
な
二
試
み
、
阿
弥
陀
仏
旧
型
は
阿
Ⅲ
 
仏
 思
想
や
般
 

丹
 三
昧
思
想
 -
J
 

は
独
立
に
成
立
し
、
浄
土
思
想
の
原
始
的
形
態
 ば
 西
紀
一
 

0
 ①
 年
 ご
ろ
に
で
・
・
 

-
 
さ
 

上
っ
た
と
論
証
す
る
。
つ
い
で
そ
の
地
域
 は
と
い
え
 

ば
 、
 言
許
 学
的
・
考
古
学
的
 逮
 品
な
ど
の
研
究
・
考
察
に
よ
っ
 て
 、
ク
シ
 

ャ
 ー
ナ
王
朝
の
版
図
六
、
恐
ら
く
北
西
イ
ン
ド
に
お
い
て
で
あ
 ろ
う
と
い
 

う
 結
論
を
下
し
て
い
る
。
著
者
が
さ
き
の
「
一
覧
表
」
に
よ
 つ
 て
 「
浄
土
 

思
想
に
言
及
す
る
漢
訳
者
の
出
身
地
一
覧
」
を
掲
げ
て
、
浄
土
 思
想
成
立
 

の
 地
域
を
推
定
す
る
研
究
を
行
な
っ
て
い
る
点
は
、
興
味
深
い
  
 

る
 。
 次
甘
 以
下
は
、
原
始
浄
土
思
想
の
根
本
問
題
の
核
心
に
つ
 い
て
の
 考
 

察
 に
ば
る
。
 

第
三
章
「
阿
弥
陀
仏
の
起
源
」
は
、
第
一
に
近
代
学
者
の
諸
 兄
 解
 を
あ
 

げ
 、
外
来
起
源
用
の
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
起
源
説
を
批
評
し
、
 つ
   

起
源
 説
 と
し
て
イ
ン
ド
起
源
説
を
紹
介
し
て
、
イ
ソ
 ド
 起
源
 説
 の
う
ち
で
 

 
 

 
 

目
し
、
大
語
晃
玉
説
話
に
論
及
し
て
阿
弥
陀
仏
の
本
生
説
話
に
 向
 う
べ
き
㈹
 

こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
著
者
は
従
来
Ⅱ
起
源
前
田
ゆ
き
 
 
 

打
破
す
べ
く
新
し
い
視
点
と
し
て
、
阿
弥
陀
仏
の
起
源
を
仏
陀
 観
の
展
開
Ⅰ
 



つ
い
て
多
角
的
な
研
究
を
推
し
進
め
ろ
が
、
文
献
の
上
で
は
、
 臣
 日

耳
 り
ぜ
 
㌍
 の
 

に
 求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、
著
者
は
本
邦
の
諸
子
者
が
こ
 れ
ま
で
 行
 

な
っ
て
き
た
主
観
的
方
田
 鶉
 に
あ
き
た
ら
ず
、
客
観
的
方
法
論
に
 よ
っ
て
 、
 

右
の
展
開
を
あ
と
づ
け
る
。
そ
れ
で
、
 吉
ず
 第
一
に
阿
弥
陀
仏
  
 

（
無
量
寿
）
ま
た
は
 臣
ョ
 @
 
（
 
り
 す
 ォ
ぃ
 （
無
量
光
）
の
い
づ
れ
か
で
こ
 
 
 

 
 

 
 

に
 相
当
す
る
観
念
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。
 つ
 い
で
第
二
 

 
 

げ
 、
そ
の
 

う
ち
有
力
な
法
蔵
説
話
を
再
検
討
し
、
法
蔵
説
話
が
 ア
ヴ
ァ
ダ
   

式
を
採
用
し
、
か
つ
ジ
ャ
ー
タ
カ
的
性
格
を
臆
 厚
 に
も
つ
こ
と
 を
 指
摘
す
 

る
 。
そ
し
て
、
 菩
陸
 思
想
の
流
れ
の
な
か
で
阿
弥
陀
仏
の
起
 沖
 を
 探
ろ
う
 

と
す
る
。
著
者
は
こ
の
よ
う
に
い
う
。
「
阿
弥
陀
仏
の
原
語
や
 本
生
説
話
 

が
 、
起
源
的
に
は
も
と
釈
尊
に
対
す
る
見
方
を
受
け
た
も
の
で
 は
あ
る
に
 

し
て
も
、
し
か
し
原
始
仏
教
や
部
派
仏
教
の
見
方
を
そ
の
ま
ま
 受
け
つ
い
 

だ
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
と
は
思
想
的
基
盤
を
全
く
異
に
し
 て
い
る
こ
 

 
 

菩
軒
 の
 理
 

想
像
と
し
て
見
直
さ
れ
、
大
乗
仏
教
徒
に
と
っ
て
 牲
絞
仏
 と
し
 て
宅
 ま
れ
 

た
と
こ
ろ
に
出
現
し
た
仏
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
 」
と
。
 こ
 

浄
土
教
の
思
想
・
実
践
 の
 展
開
を
明
 

ら
か
に
す
る
根
拠
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
、
評
者
は
著
者
の
こ
の
 立
場
と
全
 

く
 軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
 

第
四
章
Ⅰ
本
願
思
想
の
構
成
」
は
 、
ま
づ
 第
一
に
 ，
ハ
 
無
量
寿
経
  
 

願
説
 に
関
し
て
、
諸
異
本
の
本
所
与
土
岐
・
対
照
 し
 、
本
願
文
  
 

態
を
想
定
し
て
五
種
類
に
分
類
し
、
さ
ら
に
 仏
 ・
国
土
・
衆
生
 の
 二
分
類
 

に
よ
っ
て
 
本
舶
 又
の
分
類
を
試
み
て
、
原
初
形
態
と
増
床
附
加
   

と
の
相
違
を
調
じ
て
い
る
。
つ
い
で
第
二
に
 、
 広
く
本
願
思
想
 そ
の
も
の
 

を
 原
始
仏
教
・
部
派
仏
教
，
大
乗
仏
教
の
流
れ
の
な
か
で
追
求
   

ド
 以
来
八
 %
 
Ⅱ
孝
経
Ⅴ
の
本
願
 説
 が
大
乗
仏
教
の
諸
誓
願
の
代
 表
 と
さ
れ
 

て
い
た
と
結
論
す
る
。
 

第
五
章
「
極
楽
浄
土
の
観
念
」
に
お
い
て
は
、
第
一
「
極
楽
の
観
 人心
」
、
 

第
二
「
極
楽
の
起
源
に
関
す
る
解
明
」
、
第
三
「
極
楽
浄
上
 の
 思
想
的
意
 

義
 」
の
三
つ
に
分
け
て
論
ず
る
。
著
者
が
東
西
の
諸
学
者
の
説
 を
あ
ま
ず
 

と
こ
ろ
な
く
と
り
あ
げ
、
こ
れ
ら
を
詳
細
に
批
判
し
あ
る
い
は
 採
用
し
て
 

い
る
力
量
と
努
力
と
に
対
し
て
は
、
敬
意
を
表
せ
ず
に
は
お
れ
 な
い
で
あ
 

ろ
う
。
著
者
は
転
輪
聖
王
・
 

北
 ク
ル
 洲
 ・
天
界
の
諸
神
話
、
お
 
よ
び
仏
塔
 

の
 記
述
な
ど
、
類
似
す
る
四
 諦
 を
と
り
あ
げ
、
浄
土
の
起
源
に
 関
し
て
 複
 

ム
ロ
説
を
と
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
浄
土
の
思
想
史
意
義
に
つ
い
 

て
は
、
 原
 

始
 仏
教
以
来
の
心
 浮
 説
の
展
開
の
上
で
 浄
 仏
国
土
の
思
想
を
把
 え
 、
極
楽
 

浄
土
こ
そ
ま
さ
し
く
大
乗
仏
教
に
お
け
る
浄
土
の
典
型
で
あ
 
る
と
論
ず
 

る
 。
 

第
六
章
「
実
践
に
関
す
る
諸
問
題
」
は
、
第
一
「
往
生
思
想
と
 そ
の
 源
 

流
 」
、
第
二
「
念
仏
思
想
と
そ
の
系
譜
」
、
第
三
「
臨
終
来
迎
 

思
 ぬ
心
 
」
、
 
め
力
四
 

一
 
・
信
の
形
態
Ⅰ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
浄
土
往
生
の
実
践
に
関
す
 
る
 重
要
 

テ
ー
マ
を
 姶
 海
と
展
開
の
上
か
ら
詳
論
し
て
い
る
。
従
来
、
伝
 統
 教
学
の
 

枠
内
で
微
に
入
り
組
に
わ
た
っ
て
論
及
き
れ
た
こ
と
が
、
著
者
 に
よ
っ
て
 

曲
托
て
 
思
想
史
的
・
文
献
学
的
照
明
の
下
に
再
検
討
さ
れ
て
い
 る
 。
そ
こ
 

に
は
 、
従
来
、
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
点
が
数
多
く
指
示
さ
 ね
 、
浄
土
 

教
の
曲
 格
が
字
的
 視
野
の
な
か
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
こ
 と
は
、
今
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後
の
浄
土
教
研
究
を
前
進
さ
せ
る
起
動
力
の
役
割
を
果
し
て
い
 る
と
い
え
 

よ
う
。
 

最
後
の
結
語
と
し
て
「
浄
土
思
想
の
展
開
」
に
つ
い
て
論
じ
て
 
い
る
 

が
 、
そ
こ
で
は
著
者
自
身
が
、
本
研
究
を
足
場
と
し
て
こ
れ
か
 ら
 進
め
て
 

い
く
べ
き
浄
土
思
想
の
展
開
に
関
す
る
若
干
の
展
望
を
記
し
て
 い
る
。
 
つ
 

ま
り
、
原
始
浄
土
思
想
研
究
か
ら
浄
土
教
展
開
過
程
の
研
究
に
 向
う
 方
向
 

付
け
が
示
さ
れ
、
資
料
研
究
と
思
想
研
究
の
二
本
柱
の
下
に
進
  
 

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
一
口
に
浄
土
教
と
い
っ
て
も
、
仏
の
 願
い
と
 人
 

間
の
願
い
の
相
即
を
語
り
つ
づ
け
る
浄
土
思
想
で
あ
っ
て
み
れ
 ば
 、
浄
土
 

思
想
の
研
究
は
、
人
間
に
と
っ
て
の
永
遠
の
研
究
課
題
で
あ
ろ
 う
 。
著
者
 

が
 原
始
浄
土
思
想
を
こ
こ
に
ま
と
め
あ
げ
、
さ
ら
に
将
来
に
向
 っ
て
浄
土
 

教
 展
開
の
研
究
の
歩
を
進
め
る
と
い
う
願
い
こ
そ
、
ま
さ
し
く
 本
願
に
 生
 

き
る
も
の
の
当
然
抱
く
べ
き
願
い
に
体
な
ら
な
い
。
 

大
部
な
労
作
を
読
了
す
る
こ
と
が
出
来
た
今
、
著
者
の
第
二
部
  
 

日
も
早
く
公
刊
さ
れ
る
よ
う
読
者
と
と
も
に
期
待
す
る
次
第
で
 あ
る
。
お
 

よ
そ
 、
浄
土
思
想
の
展
開
の
研
究
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
 原
 始
 浄
土
 思
 

想
の
成
立
を
探
る
場
合
と
同
様
に
 、
 与
え
ら
れ
た
文
献
資
料
だ
 け
か
ら
 考
 

察
す
る
こ
と
が
手
酌
究
明
の
す
 ぺ
て
 で
は
な
い
か
ら
、
よ
り
 広
 く
 念
仏
者
 

な
い
し
は
念
仏
生
活
と
い
う
具
体
的
実
践
の
場
面
を
構
造
的
に
  
 

し
て
も
ら
い
た
い
。
文
献
 か
 存
在
し
て
思
想
が
あ
る
の
で
は
な
 く
 、
思
想
 

平
 

が
あ
っ
て
文
献
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
仏
教
思
想
の
字
 的
 究
明
を
試
み
 

 
 

る
 者
の
心
得
う
べ
き
 占
ボ
 @
 
あ
る
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
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会
報
 

0
 常
務
理
事
会
昭
和
四
十
五
年
四
月
十
八
日
（
土
）
 
十
ゼ
時
 

一
 
、
文
科
系
学
会
連
合
評
議
員
の
選
出
に
つ
い
て
。
竹
中
信
 

常
 、
  
 

啓
一
の
両
氏
を
本
学
会
の
評
議
員
と
し
て
委
嘱
し
た
。
 

一
 
、
第
二
十
九
回
学
術
大
会
に
つ
い
て
。
早
稲
田
大
学
に
お
い
 

 
 

日
程
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

十
月
九
日
（
金
）
公
開
講
演
 

十
月
十
日
（
土
）
研
究
 尭
表
 、
理
事
会
、
 
悠
 %
 台
 

十
月
十
一
日
（
日
）
研
究
先
表
、
評
註
 

員
 会
、
籠
舎
 

一
 、
会
長
選
挙
日
程
に
つ
い
て
。
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。
 

五
月
七
日
（
木
）
第
一
次
投
票
有
権
者
に
会
費
納
入
状
況
通
知
 

状
発
 

送
 

六
月
十
一
日
（
木
）
第
一
次
投
票
有
権
者
資
格
締
切
。
選
挙
会
 

赤
光
 

送
 

六
月
二
十
日
（
土
）
選
挙
 
僻
理
モ
員
会
｜
 
第
一
次
投
票
有
権
者
 
資
格
 

認
定
 

六
月
二
十
五
日
（
木
）
 
卸
 一
次
投
票
用
紙
 
批
迭
 

セ
月
 十
一
日
（
土
）
第
二
次
投
票
 
有
柵
 中
音
 格
描
切
 

セ
月
 十
八
日
（
土
）
第
一
次
投
票
締
切
 

 
 

 
 

O     O 
一 理 柱 去冬 '    一     夫 た 、 出 

年児 Ⅲ 出ぃ A 余憤季れ学士 -@-     連 荷台 り評 立会す君門 ス ト ，、 いっ てた 会田 昭 和 安（（ 見上土 ム）） ム @ 
人 人   ュ た と十 人投 

                            氏票 
  報 たたに ス つ 時 が開 

告 。 の ュ コ い 委票   員 
が あ でネ 、 ス 補 助 て 。 長 

  なけ 、 者 そ つ い つ 石コ 金   
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一
 、
第
十
二
回
 l
A
H
R
 

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
ム
ム
出
席
者
へ
の
 

ユ
ネ
ス
 

コ
 補
助
金
に
つ
い
て
。
 

一
 、
本
学
会
収
支
状
況
に
つ
い
て
。
更
に
資
料
を
整
備
し
て
、
 次
  
 

理
事
会
で
更
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
功
績
の
あ
っ
た
会
員
に
弔
慰
金
を
支
出
す
る
こ
と
に
つ
い
 て
 。
 次
 

回
 以
降
更
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
 

一
 、
新
入
会
員
に
つ
い
て
。
別
記
の
と
お
り
一
括
承
認
し
た
。
 

一
 、
名
誉
会
員
に
つ
い
て
。
内
規
を
作
る
べ
く
、
事
務
局
、
常
 務
 理
事
 

余
 で
原
案
を
作
り
次
回
の
理
事
会
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
  
 

0
 新
人
会
員
紹
介
 

小
田
島
太
郎
神
奈
川
県
相
模
原
市
大
沼
 
三
 二
六
 

東
京
大
学
大
学
院
 

木
村
俊
彦
 
仙
 ム
ロ
 
市
鶴
ケ
 ，
 
谷
 二
、
鶴
 ケ
谷
 団
地
 

東
北
大
学
大
学
院
 

小
出
隆
三
杉
並
区
和
泉
 ニ
 ー
 三
 一
 ｜
二
 
二
、
梅
田
荘
 
三
 一
 

東
京
大
学
大
学
院
 

坂
部
 

明
 

埼
玉
県
入
間
郡
富
士
見
町
水
子
三
三
六
六
 

東
京
大
学
大
学
院
 

坂
輪
 

富
敏
港
区
白
金
台
 ニ
ー
 
一
七
 ｜
五
 

立
正
大
学
助
手
 

白
井
 
掲
明
 
札
幌
市
北
二
 0
 条
 東
八
丁
目
、
静
 票
 荘
 

北
海
道
大
学
助
手
 

田
上
人
寿
世
田
谷
区
深
沢
町
人
 ｜
 二
三
 ｜
 三
一
 

駒
沢
大
学
助
手
 

滝
沢
武
人
札
幌
市
北
一
八
四
六
、
平
田
方
 

%
 海
道
大
学
大
学
院
 

丹
治
 
智
義
 
中
野
区
若
宮
 ニ
ー
 四
一
 ｜
三
 、
伏
見
在
 立

正
大
学
助
手
 

J
.
 ヴ
ァ
ン
・
ブ
ラ
フ
ト
世
田
谷
区
松
原
二
ー
二
八
 
｜
五
、
 オ
リ
エ
 

ン
ス
宗
教
研
究
所
 

上
智
大
学
講
師
 

望
月
良
晃
葛
飾
区
柴
又
 モ
ー
一
 0
 ｜
 三
一
 

立
正
大
学
講
師
 

立
正
大
学
講
師
 

伊
藤
 
瑞
叡
 
佐
倉
市
本
町
五
四
 

横
田
久
明
芦
屋
市
岩
國
 町
 二
四
 ｜
 二
三
 

近
畿
大
学
教
員
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Kenta
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Kenta
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On Magic and Bliss 

-Max Weber's Approach to Indian Religion- - 

Tetsuo YAMAORI 

a. Poetics and Science----Goethe avd M. Weber 

b. Aesthetics and Religious Ethics-on KBlidSsa 

c. Primitives and Modernism---on Music 

d. Magic and Liberation-on <Religiositat> 

e. Soteriology-on <Seligkeit) and (Zaubergarten) 



On the Bodhicitta in the 

Prajiiapapamitii-Sutra 

Tashu TAGAMI 

This article consists of three chapters: (1) Five Different Names of Bodhicitta, (2), 

The Novice's Religious Practice, and (3) Method of the World-Salvation. 

In the first chapter, we explain five Different Names of Bodhicitta : VajrBpama- 

citta, Udara-citta, Akampya-citta, Hita-sukha-citta, and Dharmraga-dharmarata- 

dharmbr8matS-yogan anuyukatat8. By looking into these five, we shall be able to. 

understand the meanings and charcteristics of Bodhicitta. Consequently we have to 

look into the problem if CittBtpada is svbrtha or parbrtha. And it is described that 

parbrtha differs from parbvatarana. 

In the second chapter, Paragraph I describes that the only cause of CittBtpada i s  

the diciple's listening of Buddha's and Bodhisattva's preachment of Perfect Wisdom, 

which teaches the Practice of Perfect Wisdom. In Paragraph I1 are picked up ex- 

amples of the Practice of Perfect Wisdom. And in Paragraph 111, we shall understand 

what the Thought of the practice of Perfect Wisdom and the Vow are. 

In the third chapter, we make a trial to fix up two problems : (1) Dose Bodhisattva 

wark the positive salvation of all other creaturas before he will get Supreme En- 

lightenment, of after ? (2) What is how to work the positive salvation of all beings, 

in connection with the Void of Perfect Wisdom ? 



,On the Thought of Vajrasattva and 

his Group Deities in Garbha-Mavdala 

Yukio HATTA 

Vajra-sattva and his groupe deities in Garbha-Mandala show a world of supreme 

wisdom. The world view is shown in the next writings in "Dainichi-kyci ,, 
text, called MahB v a i r o c a n i b h i s a m b o d h i - v i k u r v a t i - a d h i p -  

nsma-dharmapraysya. 

"Supreme wisdom satisfies all desire and gives spiritual freedom. Because the 

wisdom means conversion from sensibility to deep spiritual thought. The world 

view of the supreme wisdom mean the expression of beauty in human nature. And 

on the other hand, the quality of wisdom calms spirit and gives self-control.,, 

The above description mentioned here gives general meanings of the wisdom 

(vijra; kongo). And Vajra family mandala is symbolized in the world of wisdom 

by Vajra-sattva and other different 20 deities. Vajra-sattva is the chief of vajra 

family, and his special charactor is shown by the following text. 

" The text explains red lotus (padma) and water pot (kalaSa) at Vajra-sattva. 

The red lotus shows pure spirit of human nature, and water-pot means building up 

the perfectional personality. Those virtures are the existent of inner original life, 

but external figure is covered by dark cloud, which is founded upon ignorance. 

However supreme wisdom on dark cloud has a strong will, which is based on sublime 

love and pure reason. Expression of human reality and Buddhist enlightenment are 

expressed by those pure minds.,, 

Vajra-sattva symbolizes the thought mentioned above. Another dieties show every 

viture, which separate from all virtues of vajra-sattva. 

Next table explains the symbolical world of vajrasattva and his groupe deities. 

the first line 

/ @ I Vajrakulodbhava / occurrence of buddhism enlightenment I 
1 @ I VajrBnkuSi I sublime love I 

@ I Vajrahasta-vajradhara I action by acquirement of the wisdom 1 @ 1 vajra-sattva I chief of vajra family 



@ I VajrSgradhJri 1 destroyer to evil 

vajramu;!i / strong will -1 
I 

1 @ Kiodhacandratilaka ( sacred angerer against the desire 
-- I 

the second line 

@ / Gagaiimalavajradhara / etermal pure mind I- 
I 

1 
a / Sivajradhara 1 hard will for the indepenoence of personality j 

I @ / Vajriigravajradhara / strict self reflection I 
! 

I @ / Gagansnantavikrama / transcendental pure mind 

/ @ ) VajraSrnkhala ( controling to desire I 

/ @I I Vajradhara 1 holder of enlightenment i 
171 Ni~prapafica I establishment of one's independence based on the 

1 wisdom 

the third line 

Cakravajradhara 

Suvajradhara 

Vajriigradhara 

conversion for the Buddhism enlightenment ~ 
I self refection for builiding up one's charactor i 

pleasure of revelation 

destruction of the ignorance 

acquirement of the world view i 
action by the wisdom I 
holder of the wisdom I 



An Appraoch to the Study of Ritual 

Shinjo TAKENAKA 

The reigning tendency of current study of religion is the social scientific one. It 

is true that this approach has its own significance, but it cannot be ignored that the 

ritual is an actual exprssion of the belief and that the religiosity, which lurks under 

the human mind, is found in ritual. Accordingly, the study of the ritual ought to 

cover not only the ritual as a practical aspect of the belief, but also the doctorine as  

a theoretical one of the belief; the ritual and the doctorine are two manners of 

expression of the belief. 

In this treatise, we try to elusidate the relation between them in four Buddhist 

ceremonies, classifying it into three levels. Consequently, it will be revealed that we 

have to study both the doctorine and the ritual correlatively, whichever of the two 

we may understand. 



' The Mystical Thought of a1 Ghazdi 

---with reference to his concept of tawhid--- 

Kojiro NAKAMURA 

There are many difficult problems ---- philological and other -- involved in the 

study of Imam al-Ghazdi (1058-llll), especially his mystical thought. It has been 

a dominant tendency to take his (mysticalj conversion into a special consideration 

and to stress the subsequent change of his thought and his rBle as a mystic. 

Recently, however, there appeared some attempts to reverse this tendency and to 

assert the consistency of his religious thought throughout his life and to emphasize 

his rBle as an authodox (Ash'arite) theologian. This new tendency has in part 

gone so far as to deny the fact of his conversion itself and even to cast doubt on 

his being a mystic in the real sense. The aim of this article is to analyze his 

religious thought as a mystical one, relying on his Ijzya' ' u l z h  rrl-d ;t and ki tab  

al-lmla' as the sources, from the standpoint of comparative religion, as the first 

step toward a more comprehensive study on his idea of mystical exercises, and his 

mystical thought in general. 




