
「
不
二
摩
詞
桁
」

の
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源

早

i
 

r--z''' 

道

雄

不
二
摩
詞
街
と
拡
脅
か

入
量
紀
に
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
「
釈
牽
詞
街
論
」
(
以
下
「
釈
論
」
と
略
啓
す
る
)
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く
『
大
乗
起
信
論
」

(
以
下
嘉
信
論
』
と
略
称
す
る
)
の
注
釈
書
で
あ
足
。
「
釈
論
」
の
巻
第
一
は
「
起
信
論
」
の
医
縁
分
お
よ
び
立
義
分
の
注
釈
に
充

て
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
の
大
き
な
特
色
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
立
義
分
の
解
釈
に
お
い
て
、
「
不
二
牽
語
街
」
の
概
念
を

創
出
し
た
点
で
あ
る
。
論
中
、
不
二
牽
詞
街
辻
立
義
分
中
に
存
す
る
三
十
三
謹
法
門
(
不
二
牽
詞
訴
と
司
様
、
「
起
信
論
」
に
亘
接

の
典
拠
を
持
た
な
い
「
釈
論
」
独
自
の
概
念
)
の
最
上
位
に
位
置
し
、
他
の
三
十
二
種
法
門
と
次
元
的
に
区
別
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ

る
。
日
く
、

立
義
分
中
の
法
門
の
名
字
、
其
の
数
幾
っ
か
あ
る
。
其
の
栢
如
何
。
壌
に
日
く
、
「
三
十
三
種
有
り
、
十
六
所
入
の
法
と
、
十
六
能
入
の
門
と
、

及
び
不
二
と
那
な
る
が
故
に
。
」
論
じ
て
臼
く
、
立
義
分
が
中
の
法
門
の
名
数
に
、
総
じ
て
三
十
三
種
の
差
別
有
り
。
如
荷
が
三
十
三
の
差
別

と
す
る
。
所
謂
十
六
の
所
入
の
本
法
と
、
十
六
龍
入
の
門
と
、
及
び
不
二
摩
詞
街
と
各
差
別
す
る
が
故
口
。
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「
不
二
摩
諒
軒
」
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
川
)

一
人
六

『
釈
論
』
の
作
者
が
三
十
三
種
法
門
を
構
懇
す
る

E
的
は
、
『
釈
論
」
の
立
場
か
ら
、
す
な
わ
ち
不
二
摩
詩
街
を
最
上
と
す
る
立

場
か
ら
、
全
仏
教
思
想
を
体
系
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
不
二
摩
詞
桁
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
論
中
、
立
義
分
の
解
釈
の
後
に
付
さ
れ
た
通
訪
問
容
で
は
、
不
二

摩
詩
街
と
そ
れ
以
外
の
法
門
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
視
点
を
置
い
て
不
二
摩
語
街
の
性
格
を
、
今
の
場
合

は
不
二
牽
一
部
街
の
概
念
的
な
特
色
を
際
立
た
せ
る
た
め
そ
の
記
述
の
頼
浮
を
本
文
と
辻
逆
に
し
て
、
拐
め
に
三
十
二
謹
法
問
(
入
麓

本
法
)
に
つ
い
て
、
後
に
不
二
摩
詞
街
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
み
よ
う
(
た
だ
し
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
語
法
上

の
疑
際
点
へ
の
考
察
を
も
含
ん
だ
検
討
は
既
に
別
稿
で
行
な
っ
た
の
旬
、
こ
こ
で
は
、
そ
こ
で
展
開
し
た
筆
者
の
見
解
を
結
論
的
に

述
べ
る
こ
と
と
す
る
)
。
ま
ず
八
種
本
法
と
は
、
三
十
二
種
法
問
(
議
重
八
法
入
門
と
後
重
人
法
八
円
)
の
内
、
前
重
と
後
重
の
各

人
法
を
一
括
し
て
言
う
も
の
で
あ
る
が
、
法
と
円
は
不
分
離
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
事
実
上
、
八
種
本
法
と
言
、
っ
時
は
三
十
二
種
法

門
を
全
体
と
し
て
指
し
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
個
別
的
な
引
用
は
右
註

(
3
)
に
挙
げ
た
拙
論
に

譲
り
、
こ
こ
で
詰
「
不
二
摩
詞
街
に
対
す
る
下
位
の
諸
法
門
の
総
称
」
と
い
う
側
面
か
ら
一
括
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
さ
て
、

通
妨
門
答
中
で
こ
の
八
種
本
法
に
つ
い
て
解
説
し
た
通
称
「
国
海
問
答
」
で
は
、
人
種
本
法
の
特
色
が
次
の
通
り
に
説
か
れ
る
。
極

め
て
重
要
な
醤
所
で
あ
る
か
ら
、
次
に
そ
の
原
文
と
書
き
下
し
分
を
掲
げ
る
。

何
故
人
種
本
法
従
因
縁
起
。
応
於
機
故
。
膜
於
説
故
。
何
故
応
機
。
有
機
根
故
。
如
是
人
種
本
法
諸
仏
所
得
車
。
於
諾
仏
得
。
不
故
。
菩
薩
二

乗
一
窃
異
生
亦
如
是
。
仲
移
行
種
因
海
是
意
。
一
所
以
者
待
。
有
機
根
設
。
有
教
説
挺
。

何
が
故
に
八
種
の
本
法
は
医
縁
よ
り
起
こ
る
。
機
に
応
ず
る
が
故
に
。
説
に
頗
ず
る
が
故
に
。
何
が
故
に
機
に
感
ず
る
。
機
根
有
る
が
故
に
。

是
く
の
如
き
の
入
種
の
法
は
、
諾
仏
に
得
せ
ら
る
る
や
。
諸
仏
に
得
せ
ら
る
。
諸
仏
を
得
す
る
や
。
不
な
る
が
故
に
。
菩
薩
二
乗
一
切
異
生
も



亦
た
是
く
の
如
し
。
修
行
種
医
海
と
い
ふ
も
の
是
れ
な
り
。
所
以
は
何
と
な
れ
ば
、
機
根
有
る
が
故
に
。
教
説
有
る
が
故
に
。

人
種
本
法
と
辻
因
縁
よ
り
起
こ
り
、
機
根
に
志
じ
て
立
て
ら
れ
、
教
説
に
頼
ず
る
よ
う
な
迭
で
あ
る
と
い
う
。
「
釈
論
」
作
者
が

こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
指
し
示
そ
う
と
し
た
本
意
を
推
澱
す
る
な
ら
ば
、
人
種
本
法
と
は
、
そ
の
存
立
が
機
根
や
教
説
等
の
髄

約
下
に
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
制
約
を
通
じ
て
現
実
的
な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
法
、
す
な
わ
ち
存
在
の
範
轄
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
制
約
と
は
、
こ
の
人
種
本
法
が
個
々
の
有
す
る
素
質
の
高
低
(
機
根
)
に
対
応
し
て
そ
の
様
相
を
異
に
し
、
ま
た
そ
れ
ら

の
機
根
に
応
じ
て
説
か
れ
る
各
種
の
言
語
表
現
(
教
説
)
と
い
う
条
件
に
お
い
て
制
約
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
入
種
本
法
ほ
諸
仏
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
問
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
諸
仏
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

ら
ば
、
反
対
に
人
種
本
法
は
諸
仏
を
摂
得
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
問
う
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
問

答
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
な
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
人
種
本
法
と
は
、
究
極
の
悟
り
そ
の
も
の
と
し
て
得
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
位
に
お
け
る
我
々
の
幾
多
の
修
行
と
そ
の
過
程
の
膨
大
な
集
讃
で
あ
り
、
そ
の
広
大
な
議
相
を
全
て
を
包

括
す
る
海
に
喰
え
て
「
修
行
種
医
海
」
と
言
、
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
衆
生
に
彼
の
機
根
に
応
じ
て
仏
果
へ
の
向
上
の
契

機
を
与
え
、
か
っ
そ
の
向
上
の
た
め
の
努
力
の
強
度
を
持
続
さ
せ
る
も
の
で
あ
ち
、
ま
た
そ
れ
故
に
教
説
と
し
て
言
語
表
現
に
よ
っ

て
開
示
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
制
約
を
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
不
二
牽
詞
軒
に
対
し
て
、
不
可
用
に
し
て
不

可
逆
な
る
劣
位
性
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
不
二
摩
諒
街
を
解
説
す
る
通
称
「
呆
海
問
答
」
に
お
い
て
、
不
二
摩
蔀
街
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

何
故
不
二
摩
諒
街
法
無
因
縁
部
。
是
法
橿
妙
甚
深
独
尊
。
離
機
根
故
。
何
故
離
機
根
。
無
機
根
故
。
何
須
建
立
。
非
建
立
故
。
是
摩
詞
街
法
諸

仏
一
所
得
部
。
能
得
於
諾
一
仏
。
藷
仏
得
。
不
故
。
菩
謹
二
乗
一
切
異
生
赤
如
是
。
性
得
己
満
海
是
意
。
一
昨
以
者
街
。
離
機
根
故
。
離
教
説
挺
。

「
不
二
摩
一
語
街
」
の
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
諜
(
早
川
)

一
人
七



「
不
二
摩
詩
街
」
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
)

J、-
J、、

何
が
故
に
不
二
摩
詩
街
の
法
は
因
縁
無
き
や
。
是
の
法
は
橿
妙
甚
深
に
し
て
独
尊
な
り
。
機
根
を
離
れ
た
る
が
故
に
。
何
が
故
に
機
を
離
れ
た

る
や
。
穣
無
き
が
放
に
。
何
ぞ
建
立
を
須
ふ
る
や
。
建
立
に
非
ざ
る
が
故
に
。
是
の
摩
語
街
の
法
は
諸
仏
に
得
せ
ら
る
る
や
。
能
く
諸
仏
を
得

す
。
諸
仏
は
得
す
る
や
。
不
な
る
が
故
に
む
菩
薩
二
乗
一
切
異
生
も
亦
た
是
く
の
如
し
。
性
穂
円
満
海
と
い
ふ
も
の
是
れ
な
り
。
所
以
は
何
と

な
れ
ば
、
機
棋
を
離
札
た
る
が
故
に
。
教
説
を
離
れ
た
る
が
故
に
。

不
二
摩
詞
桁
と
は
、
菌
縁
が
無
く
、
機
根
を
離
れ
た
、
「
握
妙
甚
深
に
し
て
独
尊
」
で
あ
る
よ
う
な
法
で
あ
る
。
「
釈
論
」
作
者
が

こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
指
し
示
そ
う
と
し
た
本
意
を
、
先
に
述
べ
た
八
種
本
法
を
参
照
し
つ
つ
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
不
二
牽
詞
街
と
は
、
諸
々
の
制
約
か
ら
全
く
自
由
な
、
す
な
わ
ち
素
質
の
高
低
や
言
語
表
現
と

い
っ
た
人
間
側
の
条
件
や
ア
プ
ロ
ー
チ
を
全
て
絶
し
た
、
経
対
的
な
実
在
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
制
約
な
実

在
で
あ
る
が
故
に
、
我
々
の
概
念
的
把
握
の
試
み
に
よ
っ
て
捕
捉
し
表
現
し
う
る
も
の
で
は
な
い

G

し
か
し
そ
れ
と
用
時
に
、
我
々

の
思
考
の
範
轄
で
は
決
し
て
把
握
さ
れ
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
も
し
く
は
そ
れ
故
に
こ
そ
、
我
々
に
そ
の
捕
捉
し
得
ず
表
現
し

得
な
い
内
実
へ
の
能
う
限
り
の
把
握
の
試
み
が
要
請
さ
れ
る
(
「
何
ぞ
建
立
を
須
ふ
る
や

G

建
立
に
非
ざ
る
が
故
に
」
)
、
そ
の
よ
う

な
法
な
の
で
あ
る
。

こ
の
不
二
摩
詞
桁
は
諸
仏
に
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
問
う
な
ら
ば
、
〔
そ
う
で
は
な
く
て
〕
不
二
憲
詞
桁
は
諸
仏
を
摂
得

す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
い
一
%
。
次
に
、
諸
仏
は
不
二
摩
詔
街
を
得
る
の
か
と
い
う
関
い
を
立
て
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
凡
夫
衆
生
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
仏
に
さ
え
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
不
二
摩
詞
街
の
本
質
と
誌

何
か
と
考
え
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
因
縁
蕪
く
機
根
・
教
説
を
離
れ
た
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
制
約
を
超
越
し
た
、
「
諸
仏
」
さ
え
も

そ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
無
制
約
の
実
在
で
あ
る
と
「
釈
論
」
の
作
者
が
述
べ
る
不
二
摩
詫
街
の
本
質
と
は
何
か
と
考
え
る
な



ら
ば
、
予
想
さ
れ
る
そ
の
本
質
は
、
そ
れ
は
諾
仏
に
悟
り
を
得
し
め
て
い
る
当
の
も
の
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
そ
れ
は
諾
仏
を

諸
仏
た
ら
し
め
て
い
る
当
の
も
の
、
と
い
う
事
懇
な
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
る
が
放
に
、
菩
譲
二
乗
一
切
異

生
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
諸
仏
で
さ
え
も
そ
れ
を
「
対
象
」
あ
る
い
は
「
到
達
点
」
と
し
て
「
得
」
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
対
象
と
し
て
そ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
事
態
は
、
そ
れ
が
遂
に
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
誌
己
れ
の
内
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
不
二
蜜
語
街
と
は
、
「
性
徳
円
満
海
」
と
呼
ば
れ
る

如
く
、
す
で
に
無
拾
以
来
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
本
来
的
に
存
在
し
て
い
る
(
「
性
徳
」
)
も
の
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
人
間

の
脅
き
掛
け
や
条
件
を
超
越
し
て
お
り
、
ま
た
人
詩
的
な
言
語
表
現
を
も
超
越
し
て
い
る
と
は
こ
れ
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の

無
制
約
性
の
故
に
、
不
二
牽
詞
街
は
組
の
全
て
の
諸
仏
菩
葉
、
設
、
そ
し
て
衆
生
に
対
し
て
不
可
逆
に
し
て
不
可
荷
な
る
優
位
性
を

保
持
し
て
い
る
。
そ
し
て
同
時
に
そ
の
リ
ア
ル
な
存
在
性
の
故
に
、
不
二
摩
諒
街
は
他
の
全
て
の
諸
仏
菩
薩
、
法
、
そ
し
て
衆
生
と

の
不
可
分
な
る
平
等
性
を
占
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
不
二
章
一
詞
街
と
い
う
概
念
に
見
ら
れ
る
著
し
い
特
色
は
、
先
の
引
用
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
そ
の
大
き
な
特
色
は
、
一
方
で
は
そ
の
性
格
が
言
語
表
現
や
倍
々
入
の
条
件
等
の
入
障
的
な
具
体
性
を
全
く
捨
象
し
た
、
極
め

て
抽
象
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
と
雨
時
に
、
也
方
で
誌
そ
れ
は
「
釈
論
」
の
作
者
告
ら
が
「
性
窓
」
「
不
動
」
と
形

容
す
る
よ
う
な
強
屈
な
実
在
性
を
備
え
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
強
震
は
い
わ
ゆ
る
根
、
掘
と
し
て
の
真
如
の
次
元
を
も
さ
ら
に
超

え
る
も
の
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
筆
者
は
、
こ
の
不
二
摩
語
街
と
い
う
概
念
の
起
源
を
可
能
な
か
ぎ
り
同
時
代
の
先
行
す
る
思
想

中
に
後
付
け
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
謹
度
に
拍
象
的
か
つ
強
国
に
実
在
的
な
概
念
を
必
要
と
し
た
「
釈
論
』
の
作
者
の
理
論
的

必
然
性
と
作
者
の
世
界
理
解
の
独
自
性
を
考
察
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

「
不
二
豪
語
街
」
の
披
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
)

一
八
九
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石
井
博
士
の
見
解

近
代
仏
教
学
に
よ
る
不
二
摩
諒
街
概
念
の
探
求
は
前
出
森
岳
部
の
業
績
を
出
発
点
と
す
る
が
、
近
年
最
も
吾
覚
ま
し
い
成
果
を
挙

げ
ら
れ
た
の
は
、
調
と
言
っ
て
も
駒
沢
大
学
の
石
井
公
或
博
士
に
よ
る
「
華
厳
思
想
の
研
究
「
)
所
収
の
諸
論
考
、
就
中
、
「
不
二
憲

一
部
街
の
成
立
」
で
あ
ろ
う
c

本
書
は
今
後
の
『
釈
論
」
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
指
標
と
な
る
と
思
わ
れ
る

G

石
井
静
士
は
、
「
釈
論
」
は
薪
羅
の
仏
教
界
に
お
い
て
(
五
井
誇
士
は
本
書
の
新
羅
作
成
説
を
取
る
)
『
起
信
論
」
解
釈
を
め
ぐ
っ

て
行
な
わ
れ
て
い
た
煩
演
な
論
争
を
調
停
す
る
試
み
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。

真
如
と
無
現
と
の
関
連
を
相
対
的
な
立
場
か
ら
説
く
生
滅
門
や
真
如
を
言
葉
に
装
っ
て
説
く
真
如
門
中
の
依
言
真
如
の
面
だ
け
で
な
く
、
絶
言

の
立
場
で
あ
る
は
ず
の
真
如
門
中
の
絶
言
真
如
の
面
ま
で
を
も
、
言
葉
に
よ
っ
て
語
る
以
上
は
「
可
説
」
で
あ
る
「
医
分
」
に
属
す
と
見
、
修

行
種
医
揮
の
う
ち
に
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
弘
上
、
そ
う
し
た
領
竣
を
超
え
た
真
の
果
の
世
界
が
必
要
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
(
旬
。

そ
こ
で
、
「
語
り
う
る
も
の
と
語
り
得
な
い
も
の
と
の
対
比
を
巧
み
に
説
く
経
論
が
求
め
ら
ね
」
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、

「
維
摩
経
」
入
不
二
門
の
記
述

l
i入
不
二
法
門
に
つ
い
て
文
殊
に
関
わ
れ
た
三
十
一
人
の
菩
窪
が
返
答
し
た
後
、
最
後
に
関
わ
れ

た
維
摩
詰
は
沈
黙
し
て
答
え
ず
、
そ
れ
を
文
殊
が
讃
え
た

l
iが
注
目
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
。
石
井
博
士
は
こ
こ
に
不
二
摩
詔

街
の
主
要
な
起
源
の
一
つ
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
石
井
博
士
は
他
に
も
多
く
の
説
得
力
に
富
む
論
拠
を
挙
げ
て
自
説
を
展
開
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
筆
者
は
右
に
述
べ
た
引
用
部
分
に
大
き
な
考
察
上
の
示
唆
を
承
吋
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
体

と
し
て
は
、
本
書
を
掠
用
す
る
こ
と
の
多
い
密
教
系
の
論
者
が
古
来
よ
り
論
じ
、
近
年
で
は
例
え
ば
大
正
大
学
の
加
藤
精
一
博
士
が



三
起
信
論
」
を
超
え
た
缶
債
の
探
が
)
」
と
い
う
表
現
で
述
べ
ら
れ
た
事
態
と
共
通
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
考
察
は
総
論
的

な
段
階
に
止
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
起
源
に
関
し
て
こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
考
察
を
行
な
っ
た
の
は
石
井
博
士
を
曙
矢
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
以
下
に
述
べ
る
筆
者
の
見
解
は
在
井
博
士
の
考
察
と
根
底
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
論
構
造
と
し
て

は
同
一
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
が
作
成
さ
れ
た
「
動
機
」
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
作
製
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
必
熱
性
あ
る
い
は
状
況
と
い
う
い
わ
ば
「
釈
論
」
の
成
立
し
た
思
想
的
な
「
場
所
」
に
つ
い
て
、
筆
者
に
は
少
し
く
異
な
っ
た
見

解
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
た
だ
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
理
論
的
な
次
元
で
の
「
動
機
」
な
い
し
は
「
必
然
性
」
と
い
う
意

味
で
の
「
場
所
」
で
あ
っ
て
、
筆
者
に
は
、
石
井
博
士
の
提
示
さ
れ
た
「
新
羅
仏
教
界
に
お
け
る
「
起
信
論
」
解
釈
論
争
」
と
い
う

よ
う
な
具
体
的
な
、
現
実
的
な
文
字
通
り
の
場
所
に
関
す
る
独
自
の
見
解
は
現
在
の
と
こ
ろ
存
し
な
い
)
。
要
す
る
に
筆
者
は
、
不

二
摩
語
街
概
念
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
初
源
的
な
問
題
意
識
に
は
、
『
大
乗
起
信
論
義
記
』
(
以
下
『
義
記
』
と
略
称
す
る
)

を
含
む
法
蔵
教
学
の
批
判
的
な
い
し
発
展
的
継
承
と
い
う
部
面
が
春
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
『
釈
論
」
が
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
「
義
記
」
の
学
統
を
承
け
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
言
わ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ

る
し
、
筆
者
も
本
紀
要
第
二
号
で
元
暁
の
「
大
乗
起
信
論
琉
』
(
以
下
「
海
東
琉
』
と
略
称
す
る
)
と
『
義
記
」
と
「
釈
論
」
と
の

相
叡
点
と
し
て
指
摘
し
問
。
し
か
し
不
二
牽
詞
街
と
「
義
記
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
、
先
行
す
る
諸
研
究
者

に
よ
っ
て
は
ま
だ
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
筆
者
は
次
節
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
視
点
を
以
て
考
察
を
進
め
よ

う
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
頼
序
と
し
て
は
、
ま
ず
解
釈
の
際
に
な
さ
れ
る
「
起
信
論
」
本
文
の
科
文
(
分
割
)
を
同
じ
く
す
る

「
海
東
琉
』
と
「
義
記
』
の
詑
較
を
先
に
行
な
い
、
そ
れ
か
ら
次
に
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
論
点
を
以
て
、
科
文
に
お
い
て
辻

先
行
の
二
疏
と
大
幅
に
異
な
る
「
釈
論
」
へ
の
考
察
を
行
な
う
事
と
す
る
。

〔
一
つ
付
言
す
る
と
、
不
二
章
一
語
街
概
念
を
講
想
す
る
際
に
「
釈
論
』
の
作
者
が
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
亘
接
的
な
素
材
の
分
薪
に

「
不
二
摩
詞
街
」
の
概
念
的
本
賓
と
そ
の
起
源
(
早
川
)

プL
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つ
い
て
も
、
現
時
点
で
は
筆
者
は
石
井
博
土
の
考
察
に
全
く
異
論
は
な
い
。
筆
者
の
観
点
は
あ
く
ま
で
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の

動
機
な
い
し
は
理
論
的
必
然
性
の
次
元
に
あ
る
。
〕

「
起
信
詮
』
そ
れ
自
身
の
問
題
設
定

最
初
に
為
さ
れ
る
べ
き
「
海
東
琉
」
と
「
義
記
」
の
比
較
に
お
い
て
我
々
は
、
甫
者
の
「
起
信
論
」
解
釈
の
ど
の
部
分
に
着
目
す

べ
き
あ
ろ
う
か
。
不
二
摩
詔
街
に
注
目
す
る
以
上
、
そ
れ
は
当
狭
山
「
立
義
分
」
解
釈
の
比
較
か
ら
蛤
め
ら
れ
る
。
立
義
分
そ
れ
自
体

の
内
容
は
、
『
起
信
論
』
全
体
の
内
容
を
概
括
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
最
小
限
度
の
語
匂
の
補
い
と
本
第
の
考
察
の
便
宣
を
計
っ

て
付
し
た
番
号
に
よ
る
区
分
と
と
も
に
全
文
を
掲
げ
る
。

① 

牽
語
箭
者
、
総
説
有
二
。
云
符
為
二
。
一
者
法
、
二
者
義
。

ミ号

所
言
法
者
、
謂
衆
生
心
。
是
心
則
摂
一
切
世
間
出
世
間
法
。

③ 

依
於
此
心
顕
示
摩
詩
街
義
。
待
以
故
。
是
心
真
如
語
、
郎
示
摩
詞
街
体
故
。
是
心
生
滅
菌
縁
梧
、
能
一
不
摩
詞
街
自
体
梧
用
故
。

④ 

一
前
言
義
者
、
期
有
三
護
。
云
何
為
三
。
一
者
体
大
。
謂
一
切
法
。
真
如
平
等
不
増
減
設
。
二
者
相
大
。
語
如
来
歳
。
具
足
無
量
性
功
鑑
設
。

三
者
用
大
。
能
生
一
切
世
間
出
世
間
善
因
果
故
。

⑤ 

一
切
諸
仏
本
所
乗
故
。
一
切
菩
薩
皆
乗
此
法
裂
-
如
来
地
挺
。

① 

摩
詞
街
と
は
、
総
説
す
る
に
二
有
り
。
云
何
が
ご
と
為
す
。
一
に
は
法
、
こ
に
は
義
な
号
。

② 

言
ふ
所
の
法
と
は
、
謂
は
く
衆
生
心
な
号
。
是
心
は
期
ち
一
切
の
世
間
間
と
出
世
間
の
法
を
摂
す
。



③ 

此
の
心
に
依
り
て
摩
詞
街
の
義
を
顕
示
す
。
何
を
以
て
の
故
に
。
是
の
心
の
真
如
相
は
、
開
ち
摩
罰
街
の
体
を
一
不
す
が
故
に
。
是
の
心
の

生
滅
因
縁
の
桔
は
、
良
く
摩
諒
街
の
自
体
の
(
筆
者
注
:
ま
た
は
「
自
ら
の
体
と
」
と
読
む
)
穏
と
毘
と
を
示
す
が
故
に
。

④ 

言
ふ
一
所
の
〔
憲
詞
桁
日
「
大
乗
」
の
う
ち
の
「
大
」
の
〕
義
は
、
期
ち
三
種
有
ち
。
云
何
ん
が
三
と
為
す
。

一
に
は
体
大
。

一
窃
の
真
一
如

を
語
ふ
。
平
等
に
し
て
増
減
せ
ざ
る
が
故
に
。
こ
に
は
相
大
。
如
来
蔵
を
語
ふ
。
無
量
の
性
功
徳
を
具
足
す
る
が
故
に
。
三
に
は
用
大
。
能

く
一
切
の
堂
開
と
出
世
一
時
と
の
善
因
果
を
生
ず
る
が
故
に
。

⑤ 

〔
同
じ
く
「
大
乗
」
の
う
ち
の
「
乗
」
の
義
は
)

一
切
諸
仏
の
本
乗
ぜ
し
所
な
る
が
故
に
。

一
切
の
菩
護
も
皆
批
法
に
乗
じ
て
如
来
地
に

到
る
が
故
に
。

こ
の
「
立
義
分
」

に
準
じ
て
掲
げ
る
。

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
現
在
の
筆
者
の
理
解
か
ら
表
明
す
る
な
ら
ば
、
次
の
如
く
に
な
る
。
以
下
に
右
の
番
号

① 

『
起
語
論
』
の
作
者
の
前
に
は
「
大
乗
」
(
摩
詞
街
)
と
呼
ば
れ
る
事
態
が
現
に
存
在
し
て
い
る
。
彼
の
目
的
は
、
目
前
に
存
在
す
る
そ
の

事
態
を
思
建
的
に
相
根
拠
付
け
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
暁
瞭
に
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
大
乗
が
〈
法
〉
と
し
て
(
日

対
象
と
し
て
)
指
し
示
さ
れ
、
か
っ
そ
の
〈
義
〉
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
厳
密
な
概
念
規
定
に
も
た
ら
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

② 

彼
は
そ
の
大
乗
と
い
う
世
界
の
〈
法
〉
す
な
わ
ち
当
体
そ
の
も
の
を
ア
プ
リ
オ
ワ
に
、
乃
至
先
行
的
に
衆
生
心
と
し
て
把
握
す
る
。
衆
生

心
は
根
本
的
な
意
味
そ
の
も
の
と
し
て
一
切
世
界
の
事
象
を
全
て
内
告
し
、
か
っ
そ
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

③ 

『
起
信
論
』
の
作
者
は
、
こ
の
(
法
)
と
し
て
の
衆
生
心
に
お
い
て
、
そ
の
大
乗
と
い
う
世
界
の
顕
示
す
る
と
こ
ろ
の
「
大
乗
」
と
い
う

こ
と
の
概
念
競
定
を
行
な
う
。
な
ぜ
そ
れ
が
可
能
な
の
か
と
陪
う
な
ら
ば
、
衆
生
心
と
い
う
も
の
を
考
察
の
対
象
と
し
て
の
苓
在
と
い
う
健

「
不
二
摩
詩
街
」
の
概
念
的
本
費
と
そ
の
起
源
(
阜
川
)

ブL
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面
か
ら
捉
え
る
時
の
、
そ
の
存
在
の
観
念
こ
そ
が
、
能
く
大
乗
仏
教
の
理
念
を
そ
の
上
に
提
示
し
得
る
と
こ
ろ
の
世
界
の
も
っ
と
も
包
括
的

か
つ
摂
源
的
な
根
拠
の
観
念
と
対
恋
す
る
か
ら
で
あ
る
(
体
)
。
他
方
、
こ
の
衆
生
心
は
単
に
抽
象
的
な
無
内
容
な
概
念
、
あ
る
い
は
静
止

的
な
「
も
の
邑
体
」
と
し
て
止
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
現
に
我
々
人
間
に
と
っ
て
の
こ
の
世
界
の
本
質
と
し
て
現
実
に
存
在
し
て
い
る
、

あ
る
い
は
現
成
化
し
て
い
る
、
従
っ
て
我
々
衆
生
の
現
実
世
界
を
支
え
る
当
体
と
し
て
積
極
的
な
概
念
規
定
を
許
す
べ
き
も
の
で
あ
り
(
椙
)
、

@ 
ま
た
我
々
人
爵
の
生
に
対
し
て
樟
ら
か
の
規
定
住
を
及
ぼ
し
、
そ
の
活
動
を
方
向
付
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
も
あ
る
(
用
)
。

こ
の
世
界
そ
の
も
の
を
概
念
的
に
酉
定
し
て
、
『
起
信
論
」
の
作
者
は
、
そ
れ
が
こ
の
存
在
の
親
念
の
上
に
定
立
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

は
ず
の
摩
語
街
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
言
葉
に
お
い
て
「
大
」
と
「
乗
」
と
の
二
つ
に
分
け
、
形
式
的
に
問
題
領
域
を
設
定
し
て
お
く
。
す

な
わ
ち
『
起
彊
論
」
の
作
者
は
、
「
大
」
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
体
(
当
体
)
・
相
(
様
相
)
・
用
(
鰭
き
)
の
三
大
に
需
き
、

そ
れ
ら
に
対
し

て
彼
が
先
行
的
に
所
有
し
て
い
る
衆
生
心
の
観
念
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
「
大
」
に
対
忘
す
る
概
念
的
欄
面
を
取
り
出
し
、
配
当
す
る
。
そ
の
第

一
は
体
大
で
あ
る
が
、
こ
の
側
面
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
衆
生
心
は
真
如
と
把
握
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
平
等
に
し
て
増
減
す
る
こ
と

の
な
い
絶
対
的
な
静
止
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
栢
大
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
衆
生
心
と
は
、
そ
の
謙
椙
に
お
い
て
如
来

蔵
と
し
て
積
短
的
に
規
定
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
現
に
そ
れ
自
身
に
世
界
の
多
様
な
る
現
象
を
無
量
に
蓄
積
し
た
豆
大
な
充
実
で

あ
る
。
そ
の
第
三
は
用
大
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
衆
生
心
と
は
、
現
に
我
々
人
関
の
こ
の
現
実
世
界
に
お
け
る
日
々
の
活
動
と
、
さ
ら
に
ま
た

我
々
が
そ
の
世
界
か
ら
超
越
し
よ
う
と
し
て
発
起
す
る
宗
教
的
な
行
為
・
努
力
の
、
そ
の
理
想
的
金
成
就
へ
の
可
語
性
を
支
え
て
い
る
の
で

あ
る
。

⑤ 

そ
し
て
要
す
る
に
、
こ
の
衆
生
心
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
た
春
在
、
有
の
観
念
こ
そ
が
過
去
に
お
け
る
一
切
諸
仏
の
或
覚
を
支
え
て
き
た

当
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
現
実
世
界
に
お
け
る
我
々
人
間
の
菩
護
と
し
て
の
実
践
を
支
え
、
我
々
を
し
て
未
来
に
如
来
た
ら
し
め
る
可

能
性
の
根
拠
で
あ
り
、
こ
の
故
に
そ
れ
が
「
乗
(
乗
り
物
)
」
と
称
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



以
上
が
、
我
々
が
現
時
点
で
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
「
起
信
論
」
立
義
分
の
内
容
で
あ
る
。
次
節
で
は
、
す
で
に
予
告
じ
た
通
り
、

こ
の
部
分
に
対
す
る
「
義
記
」
お
よ
び
「
海
道
疏
」
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
義
分
解
釈
の
比
較
を
行
な
う
も
の
と
す
る
。

四

「
海
東
読
』
と
「
義
記
』
に
お
け
る
三
大
配
当
の
再
異

ま
ず
、
前
節
で
述
べ
た
立
義
分
の
③
部
分
は
、
心
真
如
相
と
心
生
滅
因
縁
相
と
い
う
衆
生
心
の
二
側
面
に
体
・
相
・
用
の
三
大
が

配
当
さ
れ
る
事
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三
大
の
配
当
に
関
す
る
解
釈
が
、
「
海
東
疏
』
と
『
義
記
」
で
微
妙
に
し
か
し

明
告
に
相
違
し
て
い
る
。

「
海
東
疏
」
心
法
は
一
な
り
と
難
も
、
荷
も
二
円
有
号
。
亘
(
担
問
の
中
に
は
大
乗
の
体
有
り
。
生
滅
門
の
中
に
は
体
の
椙
用
有
り
。
大
乗
の
義
是

の
三
に
過
ぎ
る
こ
と
無
目
。

「
義
記
』
又
心
法
は
一
な
り
と
躍
も
商
も
、
三
円
有
り
。
真
如
門
の
中
に
は
大
乗
の
体
を
示
す
。
生
滅
門
の
中
に
辻
具
さ
に
三
大
を
示
す
。
大
乗

の
義
是
の
三
を
過
ぐ
る
こ
と
莫
見
。

ま
ず
、
前
半
部
分
に
お
い
て
は
、
両
者
の
解
釈
は
誌
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
「
(
な
ぜ
衆
生
心
に
大
乗
の
法
を
求
め
る
の
か
と
言
、
っ

と
、
そ
れ
は
)
衆
生
心
の
真
如
門
〔
と
し
て
の
側
冨
〕
に
大
乗
の
当
体
(
「
体
」
)
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
解
釈
で
両
者

は
誌
ぼ
一
致
し
て
い
る
事
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
続
く
部
分
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
相
違
が
生
じ
て
い
る
。

『
海
東
琉
』
は
生
滅
相
(
門
)
に
は
「
体
の
相
思
」
、
す
な
わ
ち
相
用
二
大
が
帰
属
す
る
と
解
釈
す
る
(
元
暁
は
こ
こ
で
「
体
の
相
」

「
体
の
用
」
を
問
題
に
し
て
い
る
。
「
体
」
は
あ
く
ま
で
真
如
門
に
罵
し
、
「
桔
」
「
用
」
は
生
滅
門
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
し

「
不
二
摩
詞
街
」
の
概
念
的
本
賓
と
そ
の
起
諒
(
早
肝
)

ブL
ヨ王



「
不
二
摩
詞
街
」
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
)

一
九
六

て
い
る
の
は
、
同
じ
著
者
の
手
に
成
る
「
海
東
別
記
」
の
同
箇
所
の
解
釈
が
「
生
滅
門
の
中
に
は
亦
た
相
用
有
明
」
と
記
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
法
蔵
は
、
三
大
が
全
て
生
滅
門
に
帰
属
す
る
と
い
う
。
両
者
の
こ
の
梧
違
は
、
直

接
的
に
誌
「
起
信
論
」
が
真
如
門
の
「
体
」
と
生
滅
門
の
「
自
体
」
と
い
う
こ
つ
の
体
を
提
示
し
た
点
に
起
因
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
元
暁
は
「
体
」
を
問
題
に
す
る
と
き
は
、
そ
れ
を
真
如
門
の
中
で
問
題
に
し
、
法
蔵
は
そ
れ
を
生
滅
門
中
の
「
自
体
」
の
中
で

問
題
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
リ
ア
ル
に
「
体
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
異
に
し
て
、
改
め
て
三
大
の
帰
属
を
考
え
て
い
る
の
で
あ

る。
さ
ら
に
ひ
き
続
き
「
是
心
生
滅
因
縁
:
:
:
自
体
相
用
」
の
解
釈
中
で
元
暁
は
、
自
ら
が
そ
こ
に
視
点
を
定
め
た
真
如
門
の
体
と
そ

う
で
な
か
っ
た
生
滅
門
中
の
昌
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
て
い
る
。

「
能
一
不
摩
詞
街
自
体
」
と
は
、
郎
ち
是
れ
生
滅
門
の
内
の
本
覚
、
心
は
生
滅
の
体
に
し
て
生
滅
の
因
な
り
。
是
の
故
に
生
滅
問
の
内
に
有
り
。
然

る
に
真
如
門
の
中
に
辻
藍
に
大
乗
の
「
体
」
と
言
ひ
、
生
滅
門
の
中
に
は
乃
ち
「
昌
体
」
と
云
ふ
は
深
き
所
以
あ
明
。

「
自
体
」
と
は
本
覚
心
で
あ
る
と
述
べ
、
「
体
」
と
「
自
体
」
が
平
行
し
て
存
在
す
る
理
由
に
は
「
深
い
所
以
」
が
あ
る
と
い
う
c

元
暁
は
、
そ
の
意
味
は
以
下
の
解
釈
中
に
「
其
の
義
自
ず
か
ら
顕
は
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
産
後
の
体
大
の
解
釈
に
お
い
て
す
で

に
そ
の
講
想
の
一
端
は
う
か
が
わ
れ
る
。
い
わ
く
、

大
の
義
の
中
の
「
体
大
」
と
詰
真
如
門
に
在
号
。
「
栢
罵
』
の
二
大
は
生
誠
門
に
在
り
。
生
滅
内
の
内
に
昌
体
あ
れ
ど
も
、
担
だ
体
を
訟
で
相

に
従
ふ
の
み
な
る
が
故
に
別
一
説
せ
売
。



す
な
わ
ち
、
改
め
て
体
大
は
真
如
門
に
、
相
用
二
大
は
生
滅
門
に
掃
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
生
滅
門
の
「
自
体
」
は
相
に

従
震
す
る
の
で
別
に
独
立
し
た
項
目
と
し
て
説
く
こ
と
は
し
な
い
、
と
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ

と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
但
だ
体
を
以
て
相
に
従
ふ
の
み
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
元
暁
は
何
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
思
う
に
元
読
は
、
真
如
門
中
の
「
体
」
(
あ
る
い
は
真
如
門
と
し
て
の
棒
)
を
被
が
そ
こ
に
視
点
を
定
め
て
い
る
リ
ア

ル
な
実
体
と
捉
え
、
そ
れ
が
形
を
変
え
た
も
の
と
し
て
、
梧
と
用
と
を
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
法
蔵
の
「
是
心
生
滅
菌
縁
:
:
:
昌
体
相
用
」
考
察
法
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
自
体
相
馬
」
と
は
、
「
体
」
は
-
誘
く
生
滅
門
の
中
の
本
覚
の
義
な
号
。
是
の
生
滅
の
「
自
体
」
は
生
滅
の
因
な
る
が
故
に
、
生
滅
門
の
中
に
在
つ

て
亦
た
「
体
」
を
弁
ず
る
な
り
。
翻
染
の
静
相
及
び
鑓
染
の
業
用
、
並
び
に
此
の
河
の
中
に
在
り
。
放
に
豆
〈
に
論
ず
る
の
み
。
是
の
故
に
下
の

文
に
、
生
滅
門
を
釈
す
る
内
に
、
回
一
パ
に
所
示
の
三
大
の
義
を
顕
ず
。
意
此
に
在
り
。
荷
故
ぞ
真
如
門
の
中
に
は
直
に
「
体
」
と
云
ひ
、
生
滅
門

の
中
に
は
乃
ち
「
自
体
」
等
と
云
ふ
と
な
ら
ば
、
一
所
示
の
三
大
の
義
、
還
わ
り
て
能
示
の
生
滅
汚
の
中
に
在
る
を
以
て
、
別
に
外
に
は
在
ら
、
さ
る

こ
と
を
顕
ず
。
故
に
「
自
」
と
云
ふ
な
持
。

「
体
」
を
本
覚
と
す
る
点
は
元
暁
と
同
様
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
三
大
は
全
て
生
滅
門
に
冥
す
る
と
繰
ち
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、

生
滅
門
の
「
捧
」
に
「
自
」
が
付
加
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
外
部
に
現
実
的
な
事
態
と
し
て
の
捧
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い

う
解
釈
に
よ
っ
て
一
層
強
-
諒
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
海
東
疏
」
と
異
な
り
、
「
義
記
」
の
作
者
た
る
法
蔵
に
と
っ
て
、
リ
ア
ル

な
体
は
真
如
門
に
お
い
て
で
は
な
く
、
生
滅
門
に
お
い
て
攻
ち
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
向
は
志
の
引

用
部
分
の
直
後
に
設
定
さ
れ
た
次
の
問
答
に
よ
っ
て
一
層
明
ら
か
で
あ
る
。

「
不
二
摩
語
街
」
の
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
)
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「
不
二
摩
蔀
街
」
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
)

一
九
人

間
ふ
。
真
揺
は
是
れ
不
起
門
に
し
て
但
だ
体
の
み
を
一
不
す
者
な
り
。
生
滅
は
是
れ
起
動
門
な
り
。
鷹
に
唯
だ
招
用
の
み
を
示
す
べ
し
。

答
ふ
。
真
如
辻
是
れ
不
起
門
な
わ
ノ
。
不
起
註
必
ず
し
も
起
に
虫
ち
て
立
た
ず
。
起
こ
る
こ
と
有
る
こ
と
禁
き
に
畠
る
が
故
に
。
所
以
に
唯
だ
体

の
み
を
一
不
す
。
生
滅
は
是
れ
起
動
向
な
り
。
起
は
必
ず
不
起
に
頼
る
。
起
は
不
起
を
含
む
が
故
に
。
起
の
中
に
三
大
を
具
一
円
。

間
い
は
ま
さ
し
く
三
大
を
そ
の
ま
ま
真
生
二
円
に
配
当
す
る
元
暁
の
解
釈
上
の
見
地
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
答
え
は
、

同
じ
「
体
」
で
は
あ
っ
て
も
、
真
如
門
中
の
「
体
」
(
不
起
)
が
有
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
世
界
の
現
象
性
を
超
越
し
た
絶
対
の
存

在
と
し
て
定
位
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
生
滅
門
中
の
「
体
」
(
不
起
)
は
生
滅
、
す
な
わ
ち
世
界
の
現
象
性
と
不
離
の

も
の
と
し
て
リ
ア
ル
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
世
界
の
体
な
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も

三
大
の
全
て
が
生
滅
門
に
帰
す
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
思
う
に
法
蔵
は
、
真
如
門
中
の
「
体
」
(
あ
る
い
は
真
如
門
と
し
て

の
体
)
を
ば
相
居
二
大
と
不
分
離
の
リ
ア
ル
な
体
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
を
さ
ら
に
一
段
抽
象
化
し
た
概
念
的
実
在
、
あ
る

い
は
ま
さ
に
実
在
被
念
と
し
て
捉
え
、
富
ら
の
視
点
を
そ
れ
と
は
別
の
、
リ
ア
ル
な
実
在
者
と
し
て
の
生
滅
門
中
の
「
自
の
体
と
相

と
有
」
と
に
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
三
大
が
直
接
言
及
さ
れ
て
い
る
立
義
分
の
注
釈
ほ
ど
詳
細
で
は
な
い
が
、
解
釈
分
の
注
釈
に
お
い
て
も
同
様
の
問
題
が

取
り
扱
わ
れ
て
い
る
例
を
二
つ
挙
げ
よ
う
。
ま
ず
、
解
釈
分
の
冒
頭
近
く
に
あ
る
「
一
心
法
に
絞
り
て
、
二
種
門
有
り
。
云
何
ん
が

こ
と
為
す
。
一
に
は
心
真
如
門
、
二
に
は
心
生
滅
門
な
開
」
と
い
う
記
述
に
対
し
て
「
海
東
疏
」
と
『
義
記
』
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ

う
に
解
釈
す
る
。

「
海
東
疏
」

一
切
の
法
は
生
無
く
滅
禁
く
、
本
来
寂
静
に
し
て
唯
だ
是
れ
一
心
為
る
を
以
て
、
是
く
の
如
き
を
名
づ
け
て
心
真
如
門
と
為
す

0

・

又
、
比
の
一
心
の
体
に
本
覚
有
り
。
寵
も
無
明
に
捷
ひ
て
動
H

し
て
生
滅
と
作
る
。
故
に
此
の
円
に
於
い
て
如
来
の
性
穏
れ
て
顕
れ
ざ
る
を
如
来



蔵
と
名
づ
く
。
:
:
:
是
く
の
如
き
等
の
義
は
生
滅
門
に
有
明
。

義
記

一
に
は
約
体
絶
相
の
義
。
即
ち
真
如
門
な
り
。
謂
は
く
染
に
あ
ら
ず
浄
に
あ
ら
ず
、
生
に
あ
ら
ず
滅
に
あ
ら
ず
、
動
ぜ
ず
転
ぜ
ず
、
平

等
一
味
に
し
て
性
に
差
別
無
し
。
衆
生
即
ち
謹
繋
に
し
て
滅
を
待
た
ざ
る
な
り
。
凡
夫
と
弥
鞍
と
同
一
際
な
り
。
こ
に
は
隠
縁
帰
減
の
義
。
部
州

ち
生
滅
門
な
り
，
。
謂
は
く
、
葉
に
詫
ひ
て
転
勤
し
て
染
浮
と
為
る
。
染
浄
と
為
る
と
難
も
、
性
垣
に
不
動
な
り
。
只
不
動
に
荻
ち
て
能
く
染
海

と
為
る
。
匙
の
故
に
不
動
も
又
動
門
に
在
り
。
是
の
故
に
下
の
文
に
、
識
に
二
義
有
り
と
言
ふ
中
の
本
覚
是
れ
な
り
。
上
の
文
の
生
滅
門
の
中

の
岳
体
是
な
持
。

立
義
分
に
お
い
て
な
さ
れ
た
調
者
の
主
張
が
相
違
点
も
含
め
て
そ
の
ま
ま
こ
こ
解
釈
分
で
も
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

「
海
東
疏
」
は
一
心
と
真
如
門
を
同
一
視
し
た
上
で
(
元
暁
が
一
心
と
真
如
門
を
事
実
上
同
一
視
し
、
法
蔵
が
そ
れ
に
は
一
線
を
画

し
て
い
る
事
は
注
ヨ
に
値
す
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
論
ず
る
)
、
一
心
た
る
真
如
門
の
体
と
し
て
本
覚
を
把
握
し
、
そ
れ
が

無
明
に
麺
っ
て
流
転
し
か
っ
還
滅
す
る
場
が
生
滅
円
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
元
暁
に
と
っ
て
流
転
と
還
誠
は
、
あ
る
同
一
の
事
態

の
上
に
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
事
態
が
真
生
二
門
に
お
い
て
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
「
義
記
』
は
、
真
如
門
を
約

体
絶
相
(
そ
の
本
体
と
い
う
立
場
で
見
る
か
ぎ
り
、
形
象
的
把
握
を
越
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
)
、
不
染
不
静
、
不
生
不
滅
、
不

動
不
転
無
差
別
の
抽
象
的
な
実
在
と
す
る
一
方
、
真
如
門
で
は
な
く
生
滅
門
の
自
体
と
し
て
本
覚
を
把
握
し
て
い
る
。
法
蔵
に
と
っ

て
、
染
浄
に
随
縁
し
か
っ
帰
滅
す
る
と
い
う
流
転
・
還
滅
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
こ
の
生
滅
門
内
の
み
で
起
こ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
「
起
信
論
」
が
開
梨
部
識
に
つ
い
て
論
じ
た
部
分
で
あ
る
「
説
の
識
に
二
種
の
義
有
り
。
能
く
一
切
の
法
を
摂
し
、

の
法
を
生
部
亡
の
法
蔵
の
解
釈
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

切

間
ふ
。
此
の
中
の
本
覚
と
上
の
真
一
如
内
と
侭
の
那
あ
ち
ゃ
。

答
ふ
。
真
如
門
は
、
体
の
絶
相
に
約
し
て
説
く
。
本
覚
は
性
の
功
徳
に
約
し
て
説
く
。
謂
は
く
『
大
智
慧
光
明
義
』
等
を
本
覚
と
名
づ
く
る
が

「
不
二
車
詞
街
」
の
擁
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
)

一
九
九



「
不
二
憲
訴
絞
」
概
念
的
本
棄
と
そ
の
起
源
(
早
川
)

くこ〉
<:::) 

設
に
。
本
は
是
れ
性
の
義
。
覚
詰
是
れ
智
慧
の
義
な
り
。
匙
れ
皆
妄
染
を
額
じ
て
顕
は
す
こ
と
を
為
す
を
以
て
の
故
に
、
生
滅
門
の
中
に
在
h
り

て
摂
む
。
真
如
門
の
中
、
翻
染
等
の
義
無
き
を
以
て
の
設
に
、
此
と
同
じ
か
ら
ず
。
是
の
放
に
体
相
の
二
大
を
倶
に
本
覚
と
名
づ
く
。
並
び
に

生
滅
門
の
中
に
在
り
。
故
に
三
大
を
具
す
る
こ
と
を
得
話
。

問
答
の
内
容
そ
れ
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
真
如
門
と
本
覚
は
視
泣
の
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
見
解
と
、

生
滅
門
中
に
三
大
全
て
を
帰
属
せ
し
め
る
と
い
う
主
張
を
、
ま
た
も
や
こ
こ
で
再
確
認
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ

は
、
法
蔵
「
義
記
』
が
設
定
し
た
本
覚
と
真
如
門
と
の
椙
違
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
元
暁
「
海
東
疏
』
に
お
い
て
は
そ
の
問
い
掛

け
自
体
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
気
付
く
べ
き
で
あ
る
。
本
覚
と
真
如
門
を
同
一
視
す
る
元
暁
に
は
始
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

が
な
い
(
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
元
暁
に
法
蔵
の
よ
う
な
開
題
意
識
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
マ
イ
ナ
ス
教
示
を
含
む

も
の
で
も
な
い
)
。
そ
も
そ
も
『
義
記
」
の
執
筆
に
当
た
っ
て
法
蔵
辻
先
行
す
る
『
海
東
琉
」
の
「
起
信
論
」
科
文
を
そ
の
ま
ま
継

承
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
・
表
現
も
、
一
部
は
丸
写
し
と
い
わ
れ
る
は
ど
『
海
東
琉
」
と
惚
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
で

は
全
く
『
海
東
疏
」
と
は
異
な
っ
た
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
「
義
記
」
に
お
け
る
三
大
の

矯
屠
と
真
生
二
門
の
捉
え
方
に
、
元
暁
と
は
異
な
っ
た
、
法
蔵
の
独
邑
性
の
一
つ
を
克
出
す
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
で

あ
ろ
、
つ
c

本
節
の
最
後
に
、
『
起
信
論
」
自
体
の
替
成
と
い
う
視
点
か
ら
、
元
暁
と
法
蔵
の
右
笛
所
の
相
違
に
つ
い
て
祷
足
的
に
言
及
し
て

お
き
た
い
。
実
辻
右
の
例
の
場
合
、
「
海
東
琉
」
の
方
が
、
当
該
笛
所
の
解
釈
と
し
て
誌
よ
り
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
吉
津
宣

英
博
士
一
が
指
掃
さ
れ
た
よ
う
(
問
、
そ
も
そ
も
「
起
信
論
」
の
立
義
分
冒
頭
に
お
い
て
、
本
書
は
大
乗
を
「
法
」
と
「
義
」
の
観
点
か

ら
説
く
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
号
、
そ
れ
故
本
来
、
義
は
法
と
並
ん
で
全
体
を
統
括
す
る
位
童
に
立
つ
は
ず
な
の
で
あ
る
。

「
海
東
琉
」
は
三
大
を
真
生
二
門
に
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
こ
の
笥
所
に
お
い
て
は
「
起
信
論
」
の
原
意
に
沿
う
注
釈



を
行
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
載
が
義
た
る
三
大
の
全
て
を
生
滅
門
に
婦
罵
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
義
の
領
域

は
生
滅
門
内
に
設
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
「
義
記
」
に
お
け
る
義
は
、
本
来
の
、
法
と
並
ぶ
位
置
付
け
を
喪
失
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
間
題
は
そ
れ
自
体
独
立
し
た
主
題
で
あ
る
が
、
『
起
信
論
」
そ
の
も
の
の
内
容
構
成
に
深
く
渉
る
問
題
で
も
あ

号
、
本
論
の
方
向
性
と
は
若
干
異
な
る
の
で
組
E
の
考
察
を
期
す
。
こ
こ
で
辻
、
法
議
が
元
暁
と
異
な
る
ば
か
ち
で
な
く
、
少
な
く

と
も
こ
の
箇
所
に
お
い
て
は
「
起
信
論
」
そ
れ
自
体
の
内
容
構
成
と
も
異
な
っ
た
、
独
自
な
解
釈
を
行
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
確
認

す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

五

不
二
摩
語
拐
概
念
の
成
立

わ
れ
わ
れ
は
前
節
に
お
い
て
、
元
暁
と
法
蔵
が
そ
れ
ぞ
れ
行
な
っ
た
『
起
信
論
」
解
釈
の
、
そ
の
見
解
上
の
相
違
を
、
主
に
三
大

の
帰
属
と
そ
れ
に
と
も
な
う
真
如
門
の
位
置
付
け
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
し
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
元
暁
の
「
海
東
疏
」
は
体
大
を

真
如
門
に
、
そ
の
体
の
相
と
用
の
二
大
を
生
滅
門
に
配
す
る
が
設
に
、
真
生
二
門
は
間
接
関
次
元
に
対
峠
す
る
二
円
と
な
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
法
蔵
の
「
義
記
」
は
自
の
体
・
相
・
用
の
三
大
を
生
滅
門
に
記
し
、
そ
の
結
果
、
真
如
門
は
生
滅
門
と
は
次
元
を
異
に

す
る
抽
象
的
な
実
在
概
念
と
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
法
蔵
「
義
記
」
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
が
あ
っ
た
。

思
う
に
、
法
議
『
義
記
』
に
お
け
る
真
如
門
、
よ
り
正
確
に
は
真
如
門
の
「
体
」
、
す
な
わ
ち
生
滅
門
の
体
・
相
・
沼
と
は
次
元

を
異
に
す
る
「
体
」
と
い
う
構
想
が
、
さ
し
あ
た
り
「
釈
論
」
の
不
二
産
詞
街
概
念
が
発
想
さ
れ
た
思
想
的
な
場
所
な
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
第
一
節
で
瞥
見
し
た
よ
う
に
、
不
二
摩
諒
街
の
基
本
的
性
格
は
、
無
医
縁
、
無
機
根
、
離
教
説
、
非
建
立
、
独
尊
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
「
義
記
』
に
お
け
る
真
如
門
の
「
体
」
の
性
格
と
極
め
て
相
似
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
不
二
摩
詞
街
に
辻
、
取
り
合

え
ず
「
義
記
」
に
お
け
る
真
如
門
概
念
の
改
作
と
い
う
側
面
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
釈
論
」
巻
第
一
に

「
不
二
牽
詞
釘
」
の
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
諒
(
早
川
)

〈コ



「
不
二
憲
謂
軒
」
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
)

亡〉

お
い
て
、
不
二
摩
詞
街
と
そ
の
勉
の
法
門
が
比
較
さ
れ
た
(
筆
者
が
本
論
第
一
節
に
引
用
し
た
笛
所
)
後
に
続
く
叙
述
は
、
不
二
摩

詞
街
の
形
成
に
あ
た
っ
て
、
『
釈
論
」
の
作
者
が
『
義
記
』
を
強
く
意
識
し
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
た
事
を
表
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
部
ち
、

荷
が
故
に
真
如
門
に
依
っ
て
趣
入
す
る
と
こ
ろ
の
摩
詞
街
の
法
に
辻
、
唯
だ
「
体
」
の
名
を
立
て
、
生
滅
門
に
張
っ
て
趣
入
す
る
と
こ
ろ
の
摩

一
部
街
の
法
に
は
、
「
自
」
の
名
を
立
つ
る
や
。
真
加
問
の
中
に
は
位
梧
無
き
が
故
に
。
生
滅
門
の
中
に
は
他
括
有
る
が
故
に
。
他
と
は
語
は
く

一
一
切
不
善
品
の
法
に
し
て
、
「
§
」
と
は
謂
は
く
一
一
切
清
海
ロ
聞
の
法
な
り
。
若
し
一
敗
対
治
の
地
無
け
れ
ば
、
能
対
治
の
「
昌
」
蕪
き
が
故
に
、

唯
だ
「
体
」
と
の
み
言
っ
て
、
「
自
」
と
説
か
ざ
る
な
り
。
若
し
所
対
治
の
他
有
れ
ば
、
能
対
治
の
「
自
」
も
有
る
が
故
に
、
「
自
」
と
言
っ
て
、

唯
だ
「
体
」
の
み
と
は
言
は
ざ
る
な
持
。

質
問
の
意
図
は
、
三
十
三
種
法
門
の
内
、
「
起
信
論
」
の
真
如
門
に
お
い
て
は
「
一
体
摩
詞
街
」
と
「
一
体
門
、
生
滅
門
に
お
い

て
は
「
三
自
(
自
体
畠
相
自
用
)
摩
詞
街
」
と
「
三
自
門
」
の
、
計
二
法
二
門
が
説
か
れ
る
と
『
釈
論
」
は
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
捺
荷
放
に
真
如
門
趣
入
の
法
門
に
は
「
体
」
が
、
真
如
門
趣
入
の
法
門
に
は
「
白
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
付
さ
れ
る
の
か
と
い
う
事

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
屈
答
を
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
了
解
す
る
。
ま
ず
真
加
門
は
絶
対
的
な
絶
対
で
あ
っ
て
、
善
で
あ
れ
不
善

で
あ
れ
自
己
と
対
立
す
る
よ
う
他
者
を
有
し
な
い
。
つ
ま
り
梧
対
的
な
自
勉
区
別
を
要
し
な
い
が
故
に
「
体
」
と
の
み
言
っ
て
「
自
」

は
説
か
な
い
。
こ
こ
で
「
体
」
と
は
抽
象
的
な
「
真
理
そ
の
も
の
」
を
指
す
と
見
て
良
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
生
滅
門
に
辻
善
な
る
自

己
に
対
立
す
る
不
善
な
る
他
が
存
在
す
る
が
故
に
、
そ
の
一
切
の
溝
浄
品
の
法
は
相
対
的
な
絶
対
で
あ
り
、
そ
の
結
果
相
対
的
な
自

也
区
別
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
設
に
「
体
」
と
は
言
わ
ず
「
自
」
を
付
す
と
い
う
の
で
あ
る
。

右
の
問
答
の
意
味
す
る
所
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
釈
論
』
は
真
如
門
の
上
に
更
に
高
震
な
真
理
概
念
と
し
て
不
二
牽
詞
街
が
存
在



す
る
事
を
示
唆
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
に
言
及
し
た
真
如
門
と
不
二
摩
詞
街
の
関
係
(
例
え
ば
南
概
念
の
位
相
・
序
列
の
如
何
)

に
は
整
合
性
上
の
問
題
が
残
る
。
し
か
し
そ
の
根
本
的
な
「
発
想
」
を
問
題
と
す
る
限
り
、
以
下
の
議
論
は
成
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
、
真
如
門
を
清
誇
蕪
雑
の
絶
対
そ
の
も
の
と
し
、
生
滅
門
を
絶
対
(
自
)
と
相
対
(
池
)
の
和
合
し
た
も
の
と
見

る
の
は
、
読
述
の
「
義
記
』
に
お
け
る
法
蔵
の
真
生
二
円
観
を
継
承
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
c

筆
者
の
見
解
の
論
拠
と
し
て
、
前
節
で
言
及
し
た
『
義
記
」
の
立
義
分
解
釈
を
も
う
一
度
部
分
的
に
引
用
し
な
が
ら
検
討
し
て
見

ょ
う
。
「
是
心
生
滅
因
縁
相
。
詑
示
牽
詔
街
自
体
相
用
故
」
に
対
す
る
解
釈
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

「
自
体
格
用
」
と
は
、
「
体
」
は
藷
く
生
滅
円
の
中
の
本
覚
の
義
な
れ
ノ
。
是
の
生
滅
の
「
自
体
」
は
生
滅
の
国
な
る
が
故
に
、
生
滅
円
の
中
に
在
つ

て
亦
た
「
棒
」
を
弁
ず
る
な
り
。
翻
染
の
誇
相
及
び
龍
染
の
業
用
、
並
び
に
此
の
内
の
中
に
在
り
。
:
:
:
何
故
ぞ
真
部
門
の
中
に
誌
宣
に
「
体
」

と
云
ひ
、
生
滅
門
の
中
に
は
乃
ち
「
自
体
」
等
と
云
ふ
と
な
ら
ば
、
所
示
の
三
大
の
義
、
還
り
て
龍
示
の
生
滅
門
の
中
に
在
る
を
以
て
、
別
に

外
に
は
在
ら
ざ
る
こ
と
を
譲
ず
。
故
に
「
自
」
と
云
ふ
な
情
。

前
半
部
分
で
は
、
「
自
体
」
(
日
本
覚
)
と
は
生
滅
門
中
の
「
相
」
お
よ
び
「
用
」
と
不
離
な
る
、
現
実
的
な
、
つ
ま
り
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

と
し
て
の
「
体
」
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
「
体
」
と
「
自
体
」
の
相
違
を
問
う
後
半
部
分
は
、
前
掲
の
「
釈
論
』
の
引
用

と
誌
諸
問
意
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
答
え
は
、
三
大
が
生
滅
門
以
外
の
場
に
は
存
在
し
な
い
が
故
に
「
自
」
と
言
、
っ
と
述
べ

て
い
る
。
引
足
前
半
部
分
と
謡
館
の
考
察
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
自
」
は
、
真
如
門
の
清
浄
無
染
な
る
真
理
の
領
域
と
は

別
次
元
の
も
の
と
し
て
一
区
別
さ
れ
た
、
染
浮
和
合
の
領
域
と
し
て
の
生
滅
門
を
明
示
し
て
い
る
と
規
定
で
き
る
。

以
上
辻
生
滅
門
の
説
明
に
重
点
を
置
い
た
笛
所
か
ら
の
考
察
で
あ
る
が
、
真
如
門
の
説
明
も
ま
た
右
の
見
解
を
補
強
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
も
前
節
で
引
用
し
た
箇
所
で
あ
る
が
、
『
義
記
」
に
よ
る
解
釈
分
の
解
釈
中
で
発
せ
ら
れ
た
真
如
門
と
本
覚
(
生
滅
門

「
不
二
摩
詞
街
」
の
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
則
)
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「
不
二
摩
詔
街
」
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
阜
肝
)

二
(
)
国

中
の
体
)
の
相
違
は
如
何
、
と
い
う
問
題
に
対
す
る
答
え
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

答
ふ
。
真
如
門
は
、
捧
の
絶
相
に
約
し
て
説
く
。
本
覚
は
性
の
功
語
に
約
し
て
説
く
。
:
:
:
批
れ
皆
妄
染
を
翻
じ
て
顕
は
す
こ
と
を
為
す
を
以

て
の
故
に
、
生
滅
門
の
中
に
在
り
て
摂
む
c

真
如
門
の
中
、
翻
染
等
の
義
無
き
を
以
て
の
故
に
、
此
と
隠
と
か
ら
…
叫
ん
。

真
如
門
の
体
は
絶
対
的
な
絶
対
で
あ
る
が
故
に
、
通
常
に
言
、
っ
相
対
と
対
す
る
結
対
と
い
う
場
合
の
、
そ
の
相
対
を
前
提
と
す
る

と
こ
ろ
の
棺
(
姿
)
を
絶
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
梧
対
の
世
界
を
形
成
し
て
い
る
染
浄
な
る
倍
々
の
事
象
の
存
在
を
前
提
と
す
る

翻
染
の
錫
き
を
有
し
な
い
。
「
釈
論
」
と
「
義
記
」
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
「
準
東
琉
」
の
よ
う
に
真
生
二
門
を
連
続
し

た
も
の
と
見
ず
、
両
者
を
隔
絶
し
た
存
在
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
全
く
同
一
の
視
点
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場

合
、
言
う
ま
で
も
な
く
『
釈
論
』
が
先
行
す
る
『
義
記
』
の
構
想
を
継
承
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
釈
論
』
の
作
者
は
、

真
如
門
と
生
滅
門
(
こ
の
二
門
は
「
釈
論
』
で
は
惨
行
種
国
海
た
る
三
十
二
護
法
門
の
一
部
分
を
構
或
す
る
)
の
解
釈
に
当
た
っ
て
、

真
生
二
門
を
非
連
続
な
別
次
一
克
の
存
在
と
す
る
「
義
記
」
の
解
釈
の
立
場
を
自
身
も
採
っ
た
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
発
想
が
そ
の

ま
ま
不
二
摩
語
街
の
性
格
規
定
に
ス
ラ
イ
ド
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
。
そ
の
意
味
で
不
二
摩
詩
街
の
、
他
の
三
十
二
種
法
門
に
隔
絶

し
た
あ
の
超
越
的
か
つ
抽
象
的
な
法
体
と
し
て
の
側
面
は
、
『
義
記
」
の
莫
如
何
の
延
長
上
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

.....L.. 
/¥，. 

今
後
の
震
望

前
第
ま
で
の
考
察
で
は
、
筆
者
の
主
張
の
完
全
な
絹
得
に
は
未
だ
不
充
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
、
論
中
で
も
少



し
触
れ
た
が
、
筆
者
の
立
論
の
有
す
る
最
大
の
難
点
は
、
『
釈
論
」
に
お
け
る
真
如
門
と
不
二
摩
一
部
軒
の
関
祭
を
不
問
に
付
し
て
考

察
を
進
め
て
し
ま
っ
た
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
持
点
の
筆
者
の
説
は
、
不
二
摩
詞
街
の
直
接
的
な
起
源
は
明
ら
か
に
し
た
と
し
て

も
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
真
如
門
と
は
期
信
に
不
二
摩
詰
街
が
登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
は
ま
だ
喪
達
し
て

い
な
い
。
次
に
、
筆
者
の
見
解
は
、
不
二
牽
語
街
の
超
越
的
か
っ
抽
象
的
な
法
誌
と
し
て
の
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
「
性
徳
」

「
不
動
(
一
)
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
リ
ア
ル
な
、
具
体
的
な
側
面
に
つ
い
て
は
未
だ
解
明
が
及
ん
で
い
な
い
。

筆
者
は
こ
れ
ら
の
難
点
を
克
服
し
、
さ
ら
に
説
得
的
に
自
己
の
見
解
を
展
開
問
す
る
準
備
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は

歪
我
記
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、
『
華
議
五
教
章
」
に
ま
で
遡
っ
た
考
察
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
初
め
辻
本
論
で
そ
の
点
ま
で
言
及
す
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
(
第
二
節
で
、
不
二
摩
詩
街
に
は
「
義
記
」
を
含
む
法
蔵
教
学
の
批
判
的
な
い
し
発
展
的
継
承
と
い
う
側
面
が
存

在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
た
の
は
そ
れ
を
想
定
し
て
い
る
)
。
し
か
し
す
で
に
筆
者
に
与
え
ら
れ
た
枚
数
を
超
過
し
た
。
そ

れ
故
、
右
の
二
点
に
つ
い
て
辻
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
最
後
に
そ
の
概
要
の
み
を
簡
単
に
述
べ
て
結
び
と
す
る
。

筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
「
釈
論
」
の
作
者
に
は
、
「
海
道
疏
」
と
『
義
記
」
を
総
合
す
る
と
い
う
問
題
意
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

G

第
四
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
海
道
疏
」
に
お
け
る
元
暁
は
、
真
如
門
の
体
に
リ
ア
ル
な
実
体
を
見
る
視
点
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ

は
生
滅
門
の
自
体
に
リ
ア
ル
な
実
体
を
見
出
そ
う
と
す
る
「
義
記
」
に
よ
っ
て
い
っ
た
ん
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
思
う
に
、

「
釈
論
」
の
作
者
は
不
二
摩
詔
街
と
い
う
形
で
、
再
び
「
リ
ア
ル
な
実
体
と
し
て
の
真
如
門
」
を
復
興
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
こ
れ
が
真
如
門
と
区
別
さ
れ
る
不
二
摩
語
街
の
登
場
と
そ
れ
に
付
さ
れ
た
強
度
に
関
す
る
筆
者
の
基
本
的
見
解
で
あ
る
。

そ
の
際
の
具
体
的
な
道
筋
を
筆
者
は
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
す
な
わ
ち
法
蔵
教
学
、
と
り
わ
け
「
義
記
」
の
撰
述
の
藍
前
期
に
完

成
し
た
と
岳
さ
れ
る
「
華
厳
五
教
章
」
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
間
別
二
教
思
想
の
影
響
が
『
義
記
」
に
も
及
ん
で
お
り
、
そ
れ
を

『
釈
論
」
の
作
者
が
今
述
べ
た
彼
の
問
題
意
識
か
ら
摂
寂
し
つ
つ
さ
ら
に
昌
己
の
見
解
を
加
え
た
そ
の
結
果
と
し
て
、
不
二
摩
語
街

が
成
立
し
た
と
い
う
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
不
二
牽
詞
街
」
の
概
念
的
本
質
と
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註

「
不
二
摩
語
軒
」
概
念
的
本
糞
と
そ
の
起
諒
(
早
川
川
)

二
(
)
六

(
1
)
 
本
論
に
お
け
る
『
釈
議
」
と
『
起
信
論
」
の
原
文
の
引
用
は
大
正
大
蔵
経
第
=
三
巻
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
匂
読
点
に
わ
ず
か
な
変
更
を
撞
し

つ
つ
行
な
っ
た
。
『
釈
論
』
の
書
き
下
し
は
、
国
訳
一
切
経
(
印
震
撰
述
部
論
集
部
酉
)
を
参
黒
し
つ
つ
作
者
が
行
な
っ
た
。
『
海
東
琉
」

及
び
『
義
記
』
か
ら
の
引
用
は
、
『
仏
教
大
系
大
乗
起
信
論
・
金
鶴
子
章
・
華
厳
法
界
義
鏡
」
(
仏
教
大
系
刊
行
会
、
大
正
七
年
)
所
収
の

テ
キ
ス
ト
を
や
は
り
読
み
方
や
匂
読
点
に
多
少
の
変
更
を
施
し
つ
つ
、
筆
者
が
書
き
下
し
文
に
し
た
も
の
で
あ
る
(
註
に
お
け
る
頁
数
は
本

書
の
も
の
)
。

(
2
)
 
「
釈
論
」
巻
之
一

拙
論
「
不
二
蜜
詞
桁
と
は
符
か
」
(
豊
山
学
報

(
大
正
三
十
二
・
六
O
O
下
)

(
3
)
 

第
四
十
三
号
)

(
4
)
 
『
釈
論
』
巻
之
一

『
釈
論
』
巻
之
一

(
大
正
三
十
二
・
六
O
一
下
)

(
5
)
 

(
大
正
三
十
二
・
六
O
一
下
)

(
S
)
 
こ
の
部
分
の
原
文
で
あ
る
「
是
魔
諒
梅
法
諸
仏
所
存
率
。
能
得
於
諸
仏
」
は
、
答
が
向
い
の
形
式
に
応
じ
た
も
の
で
な
い
の
で
、
こ
の
よ

う
に
〔
そ
う
で
は
な
く
て
〕
を
補
っ
て
解
釈
し
た
。
こ
の
点
に
関
す
る
考
察
は

(
3
)
拙
論
参
黒
。

(
7
)
 
春
秋
社
、
九
二
年

(
8
)
 
石
井
「
華
厳
思
想
の
研
究
』
三
八
六
頁

(
9
)
 
同
右

三
人
七
莫

(
日
)

「
「
釈
麻
単
語
街
論
』
に
引
用
さ
れ
た
『
標
伽
経
』
」
(
豊
出
学
報

加
藤
精
一

拙
論
ヨ
釈
摩
詞
街
論
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
徴
」
(
国
捺
仏
教
学
大
学
践
大
学
研
究
紀
要

第
三
七
号
)

一
頁

(
日
)

第
二
号
)

(
立
)

『
起
信
論
」
立
義
分
(
大
正
三
十
二
・
五
七
五
下
)

(
日
)

『
海
東
疏
」
五
五
頁



(
弘
)

(
日
)

(
日
)

(ロ)
(
日
)

(
四
)

(
お
)

(
担
)

(
包
)

(
お
)

(
弘
)

(
缶
)

『
義
記
』
五
六
頁

『
海
東
別
記
」
五
六
頁

『
海
東
疏
』
五
七
頁

『
海
東
琉
』
五
人
真

『
義
記
」
五
八
頁

『
義
記
』
五
人
頁

『
起
信
論
」
解
釈
分
(
大
正
三
十
二
・
五
七
六
上
)

『
海
東
読
」
六
四
頁

『
義
記
」
六
五
夏

『
起
信
論
』
解
釈
分
(
大
正
三
十
二
・
五
七
六
中
)

『
義
記
」
九
九
頁
j

一
0
0
頁

吉
津
宜
英
「
法
蔵
の
『
大
乗
起
信
論
義
記
』
の
成
立
と
展
開
」
(
平
市
彰
編
『
如
来
蔵
と
大
乗
起
信
論
』
春
秋
社

四
O
二
頁
そ
の
組
。
な
お
三
大
の
記
当
に
関
す
る
『
海
東
読
」
と
「
義
記
」
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
そ
の
問
題
考
察
の
出
発
点
を
右

九
O
年
)
三
九
九
i

(
お
)

論
文
を
始
め
と
す
る
吉
捧
博
士
の
語
論
考
に
与
る
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
付
言
し
、
諜
意
を
表
す
る
。

(
幻
)

(
怨
)

(
鈎
)

『
釈
論
』
巻
之
一

(
大
正
三
十
二
・
六
O
一
頁
中
)

『
義
記
』
五
人
莫

『
義
記
」
九
九
i
一
0
0
頁

『
釈
論
』
巻
之
一

(
大
正
三
十
二
・
五
九
人
真
中
)

「
不
二
摩
諒
街
」
の
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
川
)
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of Funi-makaen(不二

Summary 

Speciality and the The Origin 

摩詞街)

「
不
二
摩
詞
街
」

Hayakawa Michio 

an The distinctive quality of the Shαku-makαen子 on(釈牽詞街論)， 

the Daijo-kishin-ron (大乗起信論)

it presents a unique concept of Funi-makαen (不二憲訴街λ
that lS on anonymous commentary 

“non四 dual

Mahiiyiinic reality." In this paper we examine why the author of the 

treatise introduced such a notion so do we superfluously; reality of 

by comparing it with two preceding commentaries on the Dαijo-kishin-

roπ， that is， Kaidδ-sho (海東疏)， by Gangyδ(元暁)， and the Kishinlongiki 

(起信論義記)， by Hi5zi5 (法蔵). 

の
概
念
的
本
質
と
そ
の
起
源
(
早
別
)

Buddhism Mαhiiyiinα 

on the concept of shuji5-shin (衆生心，“themind of liveing beings" ). 

He provides two phrases in explanation. The first is r是心真如相即示

bases Dむjo-Kishii九-ronof the author The 

of living beings" mind “the that 摩詞待体故J.This means， literally， 

its 1n lS， It because Buddhism of Mαhiiyiinα ground constitutes the 

Mahiiyiinic the of substance very the (心莫如門)， aspect essential 

regard 

「是J心生

with 

to their understanding of this 

滅菌縁寺目能示摩詞街自件相用故J.Gangyo and Hi5zi5 interpret this phrase 

lS second phrase 

Gαngyi5 and HIδzo 

The 

world.京Te find no difference between 

phrase. 

mind that “the differently. Gangyδunderstands this phrase to 

of living beings"， in its aspect of phenomenal existences 

(栢〉

立leen

(心生滅門)， 

〈用) of the and the activities manifests itself in the attributes ζコ
プL

Heうzるhand， other the On world. Mαhiiyii九LCof the 〈イ本)substance 

to eX1stences， phenomenal of aspect Its 1n mind， this undersa tnds 

attributes the (体)， 

of the Mαhiiyiinic world. 
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From this difference in understanding berween them， we observe 

severel facts. Gαngyi5 takes the subs土anceof “the mind of living 

beings" in its essential aspect， as the original reality from which the 

individual existences of living beings emanate. On the contrary， Hi5zi5 

wishes to express， through introducing the concept of the substance 

(体)into the aspect of phenomenal existences， his own understanding 

of the concept of reality-that the original reality such as that indicated 

by Gαngy6 is， at the same time， inherent in each of all living beings 

in its undivided completeness. We presume that the author of Shaku-

makaen-ron presented the concept of Funi-makaen so as to confirm 

that the transcendental “mind of living beings，" as indicated by 

Gangyi5 in its aspect of essence and by H6zδ's concept of the mind 

which is inherent in each of all living beings， constitute one and the 

same shujo-shin. 
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