
「
釈
摩
諦
桁
論
』

に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
徴

早
川

道
雄

序

「
釈
摩
詞
街
論
』
(
以
下
『
釈
論
」
と
略
称
す
る
)
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
「
大
乗
起
信
論
」
(
同
『
起
信
論
」
)
の
注
釈
書
の
一
つ
で
あ

る
。
そ
の
真
の
作
者
辻
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
或
立
は
八
苦
紀
、
麿
も
し
く
は
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。
『
起
信
議
」
の
注
釈
・
研
究
は
シ
ナ
、
朝
鮮
半
島
、
日
本
で
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
『
起
信
論
」
理
解
の
標
準
を
形

成
し
て
い
た
も
の
は
、
同
じ
く
唐
代
に
、
「
釈
論
」
に
先
行
し
て
華
議
思
想
の
大
成
者
法
議
記
よ
っ
て
著
わ
さ
れ
た
『
大
乗
起
信
論

義
記
』
(
以
下
『
義
記
』
)
で
あ
っ
た
。
一
方
「
釈
論
」
は
、
シ
ナ
本
国
に
お
け
る
同
時
代
及
び
後
代
に
お
け
る
そ
の
影
響
力
は
「
義

記
」
に
は
遥
か
に
及
ば
な
か
っ
た
も
の
の
、

B
本
に
お
い
て
辻
、

E
本
真
言
宗
の
開
祖
空
海
が
自
己
の
教
義
体
系
を
形
成
す
る
上
で

重
複
し
た
の
で
、
以
来
真
言
宗
各
派
に
お
お
い
て
独
自
の
高
い
評
価
と
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
事
情
か

ら
し
て
、
従
来
、
そ
の
研
究
誌
「
三
十
三
種
門
法
」
や
「
五
重
問
答
」
等
の
特
定
の
教
義
に
対
す
る
密
教
的
解
釈
を
中
心
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た

G

し
か
し
「
釈
論
』
に
は
、
先
行
す
る
『
義
記
」
(
及
び
元
暁
の
『
海
東
琉
』
)
を
参
類
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
如
く
、
華

厳
思
想
の
影
響
も
顕
著
で
あ
る
。
実
際
、
シ
ナ
に
お
け
る
『
釈
論
」
に
対
す
る
さ
ら
な
る
注
釈
(
そ
の
数
は
わ
ず
か
毘
、
五
本
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
が
)
は
、
皆
「
釈
論
」
を
華
厳
思
想
的
な
立
場
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
地
方
、
『
釈
論
」
に
は
華
厳

思
想
に
還
元
し
き
れ
な
い
部
分
も
あ
る
と
い
う
事
実
も
、
す
で
に
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
足
。
『
釈
論
』
に
対
す
る
理
解
を

国
際
仏
教
学
大
学
競
大
学
窺
究
紀
要
第
二
号

平
成
十
一
年
三
月

ーノ、



『
釈
摩
詔
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
徴
(
早
川
川
)

プ君主

更
に
深
化
さ
せ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
密
教
学
的
問
題
意
識
か
ら
す
る
研
究
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
も
、
新
た
に
問
題
を
よ
乃
広
い

視
野
へ
と
開
放
し
、
あ
く
ま
で
そ
れ
が
「
起
信
論
」
の
注
釈
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
本
質
に
沿
い
つ
つ
、
「
釈
論
」
そ
れ
自
体
の
思

想
的
課
題
そ
の
も
の
を
追
究
し
て
い
く
態
度
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
「
起
信
論
」
の
理

論
構
成
に
お
け
る
最
重
要
の
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
無
明
」
と
い
う
概
念
を
、
「
釈
論
」
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る

か
を
、
『
起
信
論
」
解
釈
の
か
諜
準
。
と
し
て
の
『
義
記
」
と
詑
較
検
許
し
て
み
た
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
起
信
論
」
「
海
東
疏
」
「
義
記
」
か
ら
の
引
用
は
、
「
仏
教
大
系
大
乗
起
信
論
・
華
厳
金
獅
子
章
・
華
厳
法
界
義
鏡
」

(
今
津
洪
義
代
表
・
仏
教
大
系
刊
行
会
)
所
収
の
テ
キ
ス
ト
を
筆
者
が
書
き
下
し
文
に
し
た
も
の
で
あ
り
(
註
に
お
け
る
頁
数
の
表
示
は
本

書
の
も
の
で
あ
る
)
、
「
釈
論
」
は
国
訳
一
切
経
(
印
度
撰
述
部
・
議
集
部
西
)
か
ら
引
用
し
た
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、

読
み
方
や
句
読
点
の
打
ち
方
に
対
し
て
、
若
干
の
変
更
を
施
し
た
場
合
も
あ
る
。

無
明
と
は
伺
か

「
起
信
論
」
に
お
け
る
「
無
明
」
の
解
釈
を
主
題
と
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
最
初
期
の
仏
教
の
思
想
体
系
の

中
で
無
明
と
い
う
概
念
が
ど
う
規
定
さ
れ
て
き
た
か
を
、
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
起
信
論
」
に
は
、
こ
の
無

明
と
い
う
概
念
に
対
し
て
「
起
信
論
」
独
自
の
理
解
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
そ
の
可
龍
性
を
考
』
由
思
し
た
上
で
、
わ
れ
わ
れ
は
自

ら
の
解
明
を
進
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
独
自
性
」
の
基
準
を
な
す
の
は
、
初
期
仏
教
に
お
け
る
「
無
現
」
の
概
念
に
他
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
初
期
仏
教
に
お
け
る
無
明
の
概
念
と
い
う
問
題
は
、
そ
れ
自
体
、
依
然
と
し
て
更
に
究
明
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
仏
教
学
の
捜
本
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
問
題
に
対
し
て
は
、
暫
定
的
に
仏
教
学
の
現

段
階
に
お
け
る
標
準
的
な
説
明
を
か
基
準
u

と
し
て
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
我
々
は
、
近
代
仏
教
学
に
お
い
て



達
成
さ
れ
た
、
先
学
に
よ
る
標
準
的
な
無
明
理
解
を
以
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
前
提
与
件
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
次
の
二
つ

の
見
解
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
木
村
泰
賢
博
士
に
よ
る
所
の
無
明
理
解
で
あ
る
。

煩
悩
の
根
元
は
い
う
ま
で
も
な
く
無
明
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
無
明
な
る
も
の
は
、
こ
れ
を
知
的
に
解
す
れ
ば
、
要
す
る
に
無
始
の
無

知
を
指
す
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
生
命
論
に
関
連
し
て
考
察
す
る
時
は
、
む
し
ろ
需
意
的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す

な
わ
ち
シ
ョ

i
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
言
葉
を
か
り
て
言
え
ば
、
生
き
ん
と
す
る
、
し
か
も
盲
目
な
る
元
本
的
意
志
を
意
味
す
る
と
見
る
べ
き
が
至

当
で
あ
足
。

第
二
は
、
木
村
博
士
の
こ
の
無
明
概
念
に
対
す
る
直
接
的
な
批
判
・
駁
論
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
和
辻
哲
郎
博
士
に
よ
る
次
の
無
明

理
解
で
あ
る
。

無
暁

(
9
4
5
p
)

詰
ま
た
壌
と
も
訳
さ
紅
、
単
純
に
不
知

Z
F
o
z
d〈
古
窓
口
の
意
で
あ
っ
て
、
字
義
上
何
ら
暖
味
な
と
こ
ろ
は
な
い
。
ま
た
、

経
典
の
用
倒
が
す
べ
て
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
:
:
:
蕪
明
を
後
期
バ
ラ
モ
ン
哲
学
の
マ
i
ヤ
l
の
ご
と
き
意
味
に
解
す
べ
き
根
拠
は
初
期
経
蔵

中
に
は
全
然
存
せ
ぬ
。
し
か
ら
ば
無
明
は
何
を
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
か
O
i
-
-
一
言
に
し
て
言
え
ぜ
「
不
知
霊
法
」
で
あ
お
。

わ
れ
わ
れ
は
暫
定
的
に
、
前
者
を
存
在
論
的
無
明
観
、
後
者
を
認
識
(
知
識
)
論
的
無
現
観
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
無
明
理
解
は
、
仏
教
学
の
現
状
に
お
い
て
は
相
対
す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
ど
ち
ら

が
正
し
く
ど
ち
ら
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
更
に
言
う
な
ら
、
そ
れ
ら
が
真
に
両
立
不
可
龍
な
の
か
、
そ
れ
と
も
よ
り

根
本
的
な
事
態
に
お
い
て
調
停
綜
合
さ
れ
る
も
の
な
の
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
未
だ
議
定
さ
れ
た
事
実
に
は
至
っ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
中
村
元
博
士
の
次
の
ご
と
き
評
言
が
、
そ
の
方
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

無
知
(
無
明
)
と
は
、
荷
を
知
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
か
?

:
:
:
一
定
し
た
解
釈
辻
荷
も
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
遥
じ
て
い
え
る

こ
と
は
〈
真
理
を
知
ら
な
い
こ
と
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
:
・
:
ま
た
き
わ
め
て
か
す
か
な
か
た
ち
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
無
明
が

特
殊
な
原
理
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
も
現
れ
は
じ
め
て
い
る
。
:
:
:
こ
の
場
合
の
蕪
明
は
、
知
っ
て
い
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
心
の
欝
で
あ
足
。

『
釈
牽
詞
釘
論
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
撮
(
早
川
)

ゴミ



「
釈
摩
詞
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
後
(
早
川
)

二
〈
回

こ
の
文
の
前
宇
部
分
は
認
識
論
的
無
明
観
に
、
部
分
部
分
は
存
在
論
的
無
明
観
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

近
代
仏
教
学
の
最
新
の
成
果
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
無
明
と
い
う
概
念
は
、
す
で
に
初
期
仏
教
の
段
階
で
こ
れ
ら
二
種
類
の
理
解
が
並

列
す
る
可
能
性
を
包
含
す
る
も
の
と
し
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、
そ
こ
に
我
々
の
当
面
の
か
基
準
u

を
設
定
す
る
の
で
あ

る。

「
義
記
」
と
『
釈
論
」

の
共
通
点

『
義
記
」
と
『
釈
論
」
に
は
、
個
々
の
開
題
に
関
し
て
理
解
の
仕
方
に
多
く
の
共
通
点
が
あ
り
(
そ
れ
は
先
行
す
る
「
義
記
』
に
『
釈

論
」
が
依
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
て
こ
の
傾
向
は
「
無
明
」
の
場
合
に
も
同
じ
よ
う
に
見
出
だ
さ
れ
る
。
例
え
ば
も
っ
と
も
顕
著
な
特

徴
と
し
て
語
句
の
一
致
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
「
起
一
信
論
」
の
「
釈
論
』
に
対
す
る
根
本
的
な
規
定
の
一
つ
に
次
の
ご
と
き
も
の
が

あ
る
。

未
だ
曾
て
念
を
離
れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
無
始
の
無
明
と
説
行
。

こ
れ
に
対
す
る
『
義
記
」
と
「
釈
論
』
の
釈
辻
そ
れ
ぞ
れ
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
義
記
』
即
ち
金
隣
巳
還
〔
十
地
以
前
〕
の
一
切
衆
生
は
、
未
だ
無
始
の
無
明
の
念
を
離
れ
ざ
る
が
故
に
、
覚
の
名
を
得
ず
。
然
る
に
賠
ち

読
は
西
相
の
夢
の
差
到
に
対
す
る
が
故
に
瀬
覚
と
説
く
。
今
は
無
明
の
眠
り
の
異
無
き
に
約
す
る
が
設
に
不
覚
と
説
く
。
仁
王
経
に
言
ふ
が
如

じい
r「

釈
論
』
謂
く
、
金
調
己
還
の
一
窃
衆
生
は
、
独
力
業
相
と
大
無
明
念
と
を
未
だ
出
離
せ
ざ
る
が
故
に
、
部
ち
是
れ
一
窃
衆
生
は
皆
是
れ
念

あ
れ
ば
名
け
て
衆
生
と
し
、
:
:
:
大
覚
者
既
に
接
岸
に
至
れ
ば
、
遍
く
一
切
無
量
の
衆
生
は
一
心
流
転
し
て
屈
指
と
作
る
と
知
る
が
故
口
。

の
次
の
ご
と
き
記
述
に
張
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
再
者
に
先
行
す
る
『
海
東
琉
」



是
れ
即
ち
金
剛
己
還
の
一
切
衆
生
は
、
未
だ
無
始
無
明
の
念
を
離
れ
ず
。
是
の
義
に
依
る
が
故
に
覚
と
名
づ
く
る
こ
と
を
得
ず
。
然
も
前

に
は
毘
梧
の
夢
の
差
別
加
に
対
す
る
が
故
に
議
覚
と
説
き
、
今
は
無
照
明
の
眠
り
の
異
な
り
無
き
に
約
す
る
が
故
に
不
覚
と
説
く
。
仁
王
経
に
=
一
一
口
ふ

が
如
は
。

法
裁
は
亘
接
に
「
海
東
疏
』
の
こ
の
筈
所
に
、
釈
論
の
作
者
は
『
義
記
」
を
通
乙
て
、
な
い
し
直
接
こ
の
筈
所
に
、
張
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
例
は
多
数
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
釈
摩
詞
街
論
之
研
究
」
の
著
者
、
故
森
田
龍
遷
蹄
が
指
擁
し
た

ご
と
く
、
元
境
l
法
蔵
!
「
釈
論
」
の
作
者
の
関
に
、
学
統
的
と
も
言
え
る
密
接
な
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

『
釈
論
』
を
研
究
す
る
上
に
、
「
義
記
」
と
「
海
東
琉
」
の
よ
り
一
層
の
研
究
が
必
修
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
義
記
」
と
「
釈
論
」
の
共
通
点
は
、
用
語
上
の
一
致
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
「
起
信
論
」
の
主
題
に
対
す
る
視
点

の
取
り
方
、
・
あ
る
い
は
教
義
理
解
上
の
重
大
な
笛
所
に
お
い
て
も
そ
れ
は
客
在
す
る
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
無
現
と
い
う
概
念
に
関

連
し
て
ま
ず
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
「
起
信
論
」
の
次
の
よ
う
な
文
言
ほ
、
筆
者
に
辻
解
釈
上
の
大
き
な
問
題
点
の
一
つ
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

一
切
の
心
識
の
相
は
皆
是
れ
無
明
な
れ
ど
も
、
無
明
の
相
は
覚
性
を
離
れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
壊
す
べ
き
に
も
非
ず
、
壊
す
べ
か
ら
ざ

る
に
も
非
苧

無
明
が
、
普
通
な
ら
ば
そ
の
反
対
概
念
で
あ
る
は
ず
の
覚
性
と
離
れ
た
も
の
で
な
い
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
無
明
と
い
う
同
一
の

も
の
が
、
壊
す
べ
き
に
も
非
ざ
る
(
壊
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
壊
す
る
必
要
の
な
い
)
も
の
で
あ
り
、
か
つ
壊
す
べ
か
ら
、
ざ
る
に
も
非

ざ
る
(
壊
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
壊
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
)
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
(
同
一
律
・
矛
盾
律
・
排
中

律
よ
り
な
る
)
通
常
の
対
象
論
理
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
理
解
不
能
で
あ
る
。
ま
た
上
述
の
二
種
の
無
明
概
念
に
も
包
括
さ
れ
な
い
。

あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
記
述
は
、
そ
れ
ら
二
種
の
無
明
概
念
を
「
弁
証
法
」
的
に
総
合
す
る
、
よ
り
上
位
の
解
釈
学
的
地
平

に
お
け
る
無
明
理
解
の
可
語
性
を
指
し
示
す
も
の
と
す
ら
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
義
記
」
は
こ
の
難
問
に
対
し
て
、
覚
(
本
覚
)

『
釈
牽
詞
桁
論
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
設
(
早
川
)
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ヨ三



『
釈
摩
詞
街
論
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
徴
(
早
川
)

一』
/、

フ可

に
は
性
浄
本
覚
と
隠
染
本
覚
の
二
種
類
が
あ
り
、
前
者
が
「
壊
す
べ
き
に
非
ざ
る
」
も
の
で
、
後
者
は
「
滅
す
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ざ

る
」
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
一
種
の
構
成
主
義
的
な
解
釈
で
答
え
る
。
法
議
に
よ
る
な
ら
、
は
、
無
明
と
離
れ
て
い
な
い
の
は
覚

の
随
染
本
覚
と
い
う
局
面
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
無
明
は
そ
の
本
覚
に
対
し
て
偶
春
的
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
減
せ

ら
れ
な
け
れ
試
ら
な
い
も
の
、
「
壊
す
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ざ
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
確
か
に
、
意
識

(
心
識
)
の
栢
が
皆
無
明
で
あ
る
と
い
う
言
説
は
、
随
染
本
覚
に
の
み
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
「
心
体
〔
性
棒
本
覚
〕
に
約
し
て
説
く
に

非
朽
」
)
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
浄
本
覚
に
お
い
て
無
明
が
「
壊
す
べ
き
に
も
非
ず
」
と
い
う
事
態
は
確
保
で
き
る
。

他
方
、
法
蔵
が
自
ら
予
想
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
場
合
「
応
に
〔
無
窮
に
は
〕
別
に
体
性
あ
ち
て
真
如
を
離
る
べ
し
」
と
い
う
事

慈
仁
括
る
で
は
な
い
か
と
言
う
、
い
わ
ゆ
る
「
真
妄
別
体
の
艶
」
(
「
無
明
凶
器
見
性
を
離
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
『
起
信
論
」
の
記
述
と
違

う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
)
に
対
し
て
は
、
妄
(
無
明
)
に
対
応
す
る
真
と
し
て
の
随
染
本
覚
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
処

す
る
こ
と
が
で
き
る
む
で
あ
る
か
ら
、
「
義
記
』
に
お
け
る
次
の
如
き
言
表
も
起
こ
り
得
る
の
で
あ
る
。

此
の
蕪
明
の
栢
、
彼
の
本
覚
の
性
と
一
に
あ
ら
ず
異
に
為
ら
ず
。
(
無
明
と
本
覚
と
は
)
異
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
(
無
明
は
)
壊
す
べ
か
ら

ず
。
一
に
あ
ら
ざ
る
が
故
に
、
(
無
明
は
)
壊
す
べ
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ず
。
若
し
(
無
明
は
本
覚
と
)
異
に
あ
ら
ず
、
(
そ
れ
故
無
明
は
)
壊
す

ぺ
き
に
あ
ら
ざ
る
の
義
に
絞
ら
ば
、
無
明
は
却
ち
明
な
り
。
故
に
「
謹
繋
経
』
に
云
く
、
「
明
と
無
現
と
は
、
其
の
性
不
二
な
り
。
不
二
の
性

は
郎
ち
是
れ
実
性
な
り
」
と
。
(
無
明
と
明
が
)
若
し
一
に
あ
ら
ず
壊
す
べ
か
ら
ざ
る
に
あ
ら
ざ
る
の
義
に
就
か
ば
、
舞
明
滅
し
て
覚
性
は
減

せ
ず
と
説
く
。
誠
惑
の
義
誌
此
れ
に
準
じ
て
、
之
れ
を
知
る
べ
目
。

こ
れ
は
、
「
無
照
明
と
覚
は
同
じ
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
別
々
の
も
の
で
も
な
い
」
、
あ
る
い
は
無
明
は
「
壊
す
べ
き
に
も
非
ず
、

壊
す
べ
か
ら
ざ
る
に
も
非
ず
」
と
い
う
よ
う
な
超
対
象
論
理
的
な
言
表
へ
の
解
釈
と
し
て
、
一
つ
の
解
決
案
を
提
示
し
た
と
言
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
c

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
『
義
記
』
の
解
釈
は
、
覚
を
性
浄
本
覚
と
随
染
本
覚
の
二
つ
に
分
裂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

覚
の
、
特
に
そ
の
性
浄
本
覚
と
い
う
昂
面
を
、
わ
れ
わ
れ
が
普
通
に
「
現
象
と
本
体
」
と
い
う
場
合
の
「
本
体
」
的
に
理
解
し
、
そ



の
結
果
お
の
ず
と
、
本
覚
と
い
う
こ
と
を
、
万
象
流
出
の
根
源
と
し
て
一
種
実
体
的
に
捉
え
る
こ
と
、
現
象
の
背
後
に
存
在
す
る
本

体
的
な
、
要
す
る
に
プ
ラ
ト
ン
的
な
、
イ
デ
ア
的
な
世
界
を
想
定
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
上
述
の
「
起
信
論
」
の
文
言
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

大
海
の
水
、
風
に
因
り
て
波
の
動
ず
る
と
き
、
本
相
と
風
相
と
は
梧
捨
離
せ
ざ
る
も
、
雨
も
水
は
動
性
に
非
ざ
れ
ば
、
若
し
、
風
止
滅
す

る
と
き
は
、
動
性
は
期
ち
滅
す
る
も
、
謹
性
は
壊
せ
ざ
る
が
如
凶
。

こ
れ
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
「
義
記
」
が
以
下
の
ご
と
く
に
言
表
す
る
時
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
本
覚
の
実
体
化
の
萌
芽
を
予
想

さ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
水
は
動
性
に
非
ず
』
と
は
、
真
体
不
変
の
輸
な
h

り
。
:
:
:
「
若
し
、
風
止
滅
す
る
と
き
」
等
の
下
は
、
妄
を
患
し
て
真
を
顕
は
す
轍
な
持
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
解
釈
と
し
て
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
一
つ
の
特
鍛
的
な
見
方
、

元
暁
か
ら
継
承
し
た
部
分
を
も
含
め
た
法
蔵
の
独
自
の
解
釈
で
あ
る
と
い
う
側
面
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
に
、
上
に

述
べ
て
き
た
よ
う
な
本
覚
の
分
割
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
な
く
と
も
、
無
明
と
覚
性
と
を
観
損
す
る
議
傷
者
の
意
識
内
部
の
往
階
の

相
違
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
「
起
語
論
』
の
記
述
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
同
一
の
対
象
に
対
す
る
視
位
の
違
い
と
し
て
捉
え

る
と
し
て
も
、
「
無
明
と
覚
は
同
じ
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
別
々
の
も
の
で
も
な
い
」
、
あ
る
い
は
無
明
は
「
壊
す
べ
き
に
も
非
ず
、

壊
す
べ
か
ら
ざ
る
に
も
非
ず
」
と
い
う
、
一
見
超
対
象
論
理
的
な
言
表
に
対
す
る
説
明
は
可
能
に
な
る
(
「
あ
る
意
識
段
階
で
は
壊
す

べ
き
で
な
く
、
そ
れ
と
は
到
の
あ
る
意
識
段
階
で
は
壊
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
)
。
少
な
く
と
も
こ
の
場
合
、
悪
し
き
意
味
で
の
形

詣
上
学
的
な
本
体
的
世
界
を
想
定
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。

で
は
、
「
釈
論
」
は
こ
の
よ
う
な
問
題
に
ど
の
よ
う
に
接
続
し
て
来
る
だ
ろ
う
か

G

例
え
ば
「
釈
論
」
は
「
起
信
論
」

言
(
「
一
切
の
心
識
の
相
は
皆
是
れ
無
明
:
:
:
」
)
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
問
題
を
立
て
る
。

こ
の
中
の
舞
明
は
嘗
に
定
め
て
断
ず
ぺ
し
ゃ
。
嘗
に
断
ず
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
や
。
此
れ
停
か
に
疑
ふ
所
ぞ
。
若
し
断
ず
べ
し
と
い
は
ば
、

の
閉
じ
文

『
釈
憲
訴
街
論
」
に
お
け
る
無
暁
解
釈
の
特
犠
(
早
川
)
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『
釈
摩
詞
街
議
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
徴
(
早
川
)

二
〈
入

本
覚
の
心
も
蓄
に
断
、
ず
ベ
し
。
何
を
以
て
の
故
に
。
無
明
染
法
は
本
覚
性
智
と
鎮
仔
慎
転
し
て
語
捨
離
せ
、
さ
る
こ
と
、
警
へ
ば
賎
士
夫
と
及
び

悟
士
夫
と
の
倶
行
倶
転
し
て
相
離
れ
せ
ざ
る
が
如
く
な
る
が
故
に
。
亦
た
眠
土
を
斬
る
時
、
悟
土
傷
ら
れ
ず
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
相
続
一
な
る

が
故
に
。
事
た
悟
士
を
得
る
持
、
眠
士
空
無
な
れ
ノ
と
説
く
べ
か
ら
ず
。
相
続
需
な
る
が
故
に
。
若
し
異
な
り
と
い
は
ば
、
過
失
大
な
る
が
故
に
。

若
し
断
ず
べ
か
ら
ず
と
い
は
ば
、
自
性
清
海
心
常
に
無
明
の
た
め
に
覆
は
れ
、
五
道
に
輪
転
し
て
出
離
の
時
無
け
ん
。
こ
の
故
に
断
ず
べ
か
ら

ざ
る
と
い
は
ば
、
選
失
大
な
純
一
。

そ
し
て
こ
の
難
問
に
対
し
て
、
「
釈
論
」
の
作
者
は
、
多
分
『
起
信
論
』
の
「
壊
す
べ
き
に
非
ず
、
壊
す
べ
か
ら
ざ
る
に
非
ず
」

を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
自
ら
「
是
く
の
如
き
の
無
明
は
亦
た
断
除
す
べ
し
。
亦
た
斬
徐
せ
ず
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
な
ぜ

可
能
な
の
か
を
説
明
し
て
、
次
の
如
く
に
い
う
。

此
の
義
云
荷
。
無
明
と
本
覚
に
二
義
あ
る
が
故
に
。
云
何
が
二
と
な
す
。
一
に
は
同
体
問
相
の
義
。
こ
に
は
異
体
異
相
の
義
な
り
。
関
わ

義
と
い
ふ
は
、

一
切
諸
法
は
皆
是
れ
理
な
る
が
故
に
。
異
の
義
と
い
ふ
は
、
一
切
の
諸
法
は
功
徳
と
過
患
と
の
各
の
差
別
な
る
が
故
に
。
若
し

初
円
に
譲
ら
ぜ
断
除
す
べ
か
ら
ず
。
若
し
後
門
に
擦
ら
ば
断
捺
す
ベ
凶
。

即
ち
、
無
明
と
本
覚
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
断
除
す
べ
き
部
面
と
そ
う
で
な
い
側
面
が
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
『
義
記
』
の
構

想
し
た
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
前
記
の
「
大
海
の
水
、
風
に
依
り
て
:
:
:
」
の
箇
所
に
対
す
る
解
釈

の
中
に
お
い
て
も
、
「
無
明
滅
す
れ
ば
諸
識
昔
尽
く
れ
ど
も
、
本
覚
の
真
心
は
壊
滅
あ
る
こ
と
な
き
」
と
い
う
が
、
こ
れ
も
前
述

「
義
記
」
の
「
真
体
不
変
:
・
:
・
妄
を
息
め
て
真
を
顕
す
」
云
々
と
い
う
文
言
と
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
の
も
の
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

先
に
『
義
記
』
の
無
明
解
釈
は
、
万
象
流
出
の
援
源
と
し
て
の
本
覚
と
い
う
捉
え
方
に
つ
な
が
る
と
述
べ
た
が
、
そ
こ
か
ら
予
想

さ
れ
る
事
慈
の
一
つ
に
は
、
無
照
明
の
無
実
体
化
も
し
く
は
強
度
の
希
薄
化
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
根
源
に
絶
対
的
本
体
で
あ
る
本
覚

を
量
い
て
し
ま
え
ば
、
原
理
的
に
は
無
明
は
そ
の
本
覚
の
体
(
実
体
性
)
に
対
し
て
付
加
的
・
鍔
然
的
な
要
素
と
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
即
ち
、
そ
の
体
に
対
し
て
、
相
(
実
在
性
を
持
た
な
い
あ
ら
わ
れ
、
と
い
う
よ
り
も
正
確
に
は
そ
れ
ら
の
あ
ら
わ
れ
の
原
理
)
と
な
る
c



立
的
な
、

の
記
述
の
中
に
は
、
そ
う
し
た
、
本
覚
の
相
で
し
か
な
い
無
明
の
観
念
が
存
在
す
る
一
方
、
本
覚
に
対
し
て
対

つ
ま
り
前
節
で
述
べ
た
春
在
論
的
な
意
味
に
お
け
る
実
体
と
し
て
の
無
明
に
近
い
よ
う
な
無
明
概
念
も
登
場
す
る
。
こ
れ

に
対
し
て
は
、
『
義
記
」
も
「
釈
論
」
も
、
上
述
の
如
き
本
覚
観
に
よ
っ
て
は
充
分
に
説
明
し
切
っ
て
は
い
な
い
印
象
を
受
け
る
。

例
え
ば
「
起
信
論
」
は
次
の
ご
と
く
に
一
一
言
う
。

し
か
し
『
起
語
論
』

一
敗
謂
心
性
は
常
に
念
無
し
。
故
に
名
づ
け
て
不
変
と
為
す
。

の
詔
こ
る
を
、
名
づ
け
て
無
暁
と
な
持
。

一
法
界
に
達
せ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
心
、
不
相
応
な
り
。
忽
然
と
し
て
念

こ
の
文
言
に
対
し
て
、
「
義
記
」
は
次
の
よ
う
に
注
釈
す
る
。

匙
れ
、
根
本
無
明
辻
最
謹
微
細
に
し
て
、
未
だ
能
一
前
王
数
の
差
別
有
ら
、
さ
る
こ
と
を
顕
泣
す
。
心
に
却
す
る
の
惑
な
る
が
故
に
「
不
相
恋
」

と
云
ふ
。
心
王
心
所
、
相
応
す
る
と
同
じ
き
に
非
ず
。
唯
だ
此
の
無
明
は
、
染
法
の
諒
と
為
る
の
み
、
最
極
徴
紹
に
し
て
更
に
染
法
の
能
く
此

の
本
と
為
る
も
の
な
し
。
故
に
「
忽
然
と
し
て
念
の
起
こ
る
」
と
云
ふ
な
り
。
:
:
:
西
住
知
の
請
に
は
更
に
法
の
起
こ
る
こ
と
無
き
が
故
に
、

無
始
の
無
明
住
地
と
名
づ
く
。
是
れ
山
知
ち
、
其
の
無
明
の
前
に
別
に
法
有
り
て
始
集
の
本
と
為
る
こ
と
無
き
こ
と
を
明
か
す
。
故
に
「
無
始
」

と
云
ふ
。
却
ち
是
れ
此
の
論
の
「
葱
熱
」
の
義
な
り
。
:
:
:
亦
た
「
葱
熱
」
と
云
ふ
は
、
持
節
に
約
し
て
以
て
「
忽
熱
」
と
説
く
に
あ
ら
ず
。

起
こ
る
に
初
め
無
き
を
以
て
の
故
な
持
。

こ
こ
に
お
い
て
「
忽
然
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
言
葉
の
通
常
の
意
味
と
異
な
り
、
明
ら
か
に
「
無
始
」
と
い
う
言
葉
と
パ
ラ
レ

ル
の
位
相
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
無
始
」
と
い
う
言
葉
は
、
仏
教
に
お
け
る
よ
り
一
般
的
な
用
法
に
お
い
て
は
「
本
初
不
生
」

と
い
う
こ
と
、
こ
の
も
の
が
そ
の
存
在
性
に
お
い
て
本
源
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
存
在
論
的
蕪
明
の
説
明
と
し

て
は
ま
こ
と
に
正
統
的
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
万
象
の
根
源
と
し
て
の
本
覚
を
立
て
る
『
義
記
』
自
身
の
立
場
と
は
不
整
会
で
あ

る
。
そ
も
そ
も
万
象
の
根
源
が
実
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
と
は
関
の
偶
然
的
な
も
の
が
「
忽
然
」
と
し
て
生
起
す
る
と
い
う
よ
う

な
事
態
が
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
「
義
記
」
の
こ
の
「
忽
然
」
の
解
釈
は
異
様
で
あ
り
、
我
々
は
そ
の
背
後
に
、
何
ら

「
釈
豪
語
街
論
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
設
(
皐
川
)

二
〈
九



『
釈
憲
謂
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
撮
(
早
川
)

一
七
(
)

か
の
事
態
の
存
在
を
予
想
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
「
釈
論
」
に
は
こ
の
箇
所
に
対
す
る
格
別
の
問
題
意
識
は
存
在
し
た
形
跡
は
認
め
ら

、
れ
な
い
。
し
か
し
「
釈
論
』
の
作
者
は
「
義
記
」
の
思
想
圏
内
で
思
索
し
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
独
自
の
解
釈
は
存
在
し
な
い
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
本
積
の
主
要
な
課
題
と
な
る
。

無
明
解
釈
に
お
け
る
「
義
記
』
と
『
釈
論
』
の
相
違
点

こ
の
よ
う
な
「
釈
論
』
の
無
明
解
釈
が
、
以
上
の
点
に
お
い
て
主
義
記
」
と
共
通
す
る
も
の
と
し
て
、
で
は
、
「
釈
論
」
の
独
自

珪
は
ど
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
明
確
に
表
さ
れ
て
い
る
の
辻
、
党
(
抵
漏
)

と
不
覚
(
無
明
)
と
の
関
係
に
お
け
る
同
と
異
の
二
つ
の
局
面
、
す
な
わ
ち
「
同
桔
」
と
「
異
桔
」
と
い
う
問
題
に
関
す
る
解
釈
で

あ
る
。
『
起
信
論
」
は
、
ま
ず
同
相
に
つ
い
て
次
の
如
く
に
一
言
、
っ
。

時
程
と
言
ふ
は
、
警
へ
ば
種
撞
な
る
瓦
器
の
、
皆
同
じ
く
機
塵
の
性
と
栢
な
る
が
如
く
、
是
く
の
如
く
、
無
譲
と
無
明
と
種
謹
の
業
幻
は
、

皆
同
じ
く
真
如
の
性
と
相
な
持

こ
こ
で
筆
者
が
、
「
無
譲
と
無
明
と
種
種
の
業
幻
は
、
皆
同
じ
く
真
如
の
性
と
相
な
り
」
と
読
み
下
し
た
も
と
の
文
は
「
無
漏
無

明
種
種
業
幻
皆
同
真
如
性
相
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
期
ち
、
詞
相
と
は
、
無
漏
と
無
明
と
い
う
異
な
っ
た
も
の
が
、
共
に
真
如
を
そ

の
本
賓
と
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
辻
同
じ
で
あ
る
と
い
う
、
言
わ
ば
無
漏
(
覚
日
明
)
と
無
明
と
の
存
在
論
的
な
位
指
に
お
け

る
同
一
性
を
意
味
し
て
い
る
如
く
に
理
解
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
無
明
と
そ
の
反
対
概
念
と
し
て
の
無
漏
(
覚
日
明
)
と
は
、

性
と
相
、
真
如
(
本
体
)
と
そ
の
上
に
顕
現
す
る
業
幻
と
い
う
、
い
わ
ば
基
層
と
表
屠
と
に
重
震
化
さ
れ
た
世
界
の
春
在
論
的
講
造

に
お
い
て
、
並
列
的
に
、
い
わ
ば
横
並
び
に
、
そ
の
基
層
を
形
成
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
義
記
」
の
次
の
よ
う
な
解
釈
も
、

認
認
こ
れ
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。



初
め
に
同
梧
と
言
ふ
は
、
染
浄
の
二
法
は
閉
じ
く
真
部
を
以
て
体
と
為
し
、
真
如
は
此
の
二
法
を
以
て
椙
と
為
す
。
故
に
「
向
性
梧
」
と

云
ふ
「
種
謹
な
る
瓦
器
」
は
染
誇
の
法
に
警
へ
る
。
「
皆
関
じ
く
微
塵
の
性
と
相
」
と
は
、
器
は
塵
を
訟
で
性
と
為
し
、
塵
は
器
を
以
て
相
と

為
す
。
故
に
「
徴
塵
の
性
と
椙
」
と
云
ふ
な
り
。
:
:
:
無
漏
と
云
ふ
は
始
本
の
二
覚
な
り
。
無
関
と
は
本
末
の
不
覚
な
り
。
此
の
二
は
皆
業
用

有
り
て
顕
現
し
て
而
も
実
有
に
非
ず
。
設
に
「
業
幻
」
と
云
材
。

こ
れ
に
対
し
て
『
釈
論
』

の
解
釈
は
、
間
程
門
を
立
て
る
主
旨
を
ま
ず
次
の
よ
う
に
把
握
す
る
c

荷
の
義
を
明
か
さ
ん
が
故
に
か
同
相
門
を
建
立
す
る
や
。
一
切
の
諸
法
は
、
唯
一
真
如
に
し
て
余
法
無
き
を
顕
示
せ
ん
と
欲
せ
ん
が
た
め

の
故
足
。

そ
の
際
、
そ
の
典
拠
と
し
て
、
『
文
殊
部
利
答
第
一
経
」
な
る
経
典
に
見
出
だ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
文
殊
と
仏
と
の
間
に
交
わ
さ

れ
る
次
の
ご
と
き
関
答
を
挙
、
げ
る
。

仏
、
文
殊
に
関
ふ
、
「
汝
久
遠
よ
り
こ
の
か
た
、
常
に
休
息
な
く
十
方
剰
の
中
に
普
遍
遊
行
し
て
何
か
な
る
殊
事
を
見
る
や
」
と
。
文
殊
対

へ
て
呂
く
、
「
我
れ
久
遠
よ
ち
こ
の
か
た
余
事
を
克
ず
。
唯
だ
被
塞
を
の
み
克
て
瓦
器
を
見
ず
」
と
。
又
、
仏
関
ひ
て
日
く
、
「
汝
吉
年
の
中
に

輪
家
に
居
し
て
種
種
の
瓦
器
を
見
、
ず
や
」
と
。
文
殊
対
へ
て
日
く
、
「
我
れ
実
に
是
く
の
如
き
等
の
椙
を
見
ず
。
唯
だ
徴
塵
の
み
を
見
る
」
と
。

是
く
の
如
く
世
尊
関
詰
し
、
文
殊
答
自
す
る
こ
と
一
百
数
に
至
っ
て
、
仏
、
文
殊
に
開
ふ
、
「
鍛
塵
を
見
る
や
」
と
。
文
殊
対
へ
て
日
く
、
「
我

れ
久
遠
よ
り
こ
の
か
た
微
塵
を
も
見
ず
」
と
。
爾
の
時
に
世
尊
、
文
殊
に
告
げ
て
言
は
く
、
「
善
哉
善
哉
、
汝
は
大
土
な
り
。
能
く
一
桓
を
覚

れ
h

ワ
。
能
く
一
相
を
覚
る
は
郎
ち
無
担
の
法
な
り
。
文
殊
締
利
よ
、
汝
一
仁
者
の
み
是
く
の
揺
く
覚
る
に
非
ず
。

よ
り
こ
の
か
た
常
住
に
し
て
浬
繋
菩
提
に
入
れ
り
。
乃
至
智
桂
は
見
る
べ
き
こ
と
舞
き
を
以
て
の
故
に
」
泊
。

一
相
内
に
絞
る
衆
生
辻
、
本

期
ち
、
文
殊
は
、
一
相
日
無
相
の
基
屠
と
多
様
な
る
表
層
と
よ
り
な
る
世
界
に
対
し
て
、
専
ら
そ
の
一
相
日
無
相
の
基
署
な
る
局

冨
に
の
み
視
線
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
殊
の
観
照
主
義
が
是
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
表
面
的
に
見
る
な
ら
ば
、

「
釈
論
」
の
作
者
は
、
「
起
信
論
で
「
義
記
』
に
お
け
る
よ
う
な
無
漏
(
覚
日
明
)
と
無
明
の
横
並
び
講
造
そ
れ
自
体
は
同
様
に
保
存

『
釈
摩
詞
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
徴
(
早
川
)

→= 



『
釈
摩
諒
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
畿
(
早
川
)

→= 

し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
起
信
論
?
『
義
記
』
が
錨
笹
中
立
的
な
立
場
か
ら
同
一
の
莫
如
に
お
け
る
無
漏
(
覚
日
明
)

と
無
明
の
並
列
面
(
二
元
性
)
に
注

E
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
釈
論
」
の
作
者
は
、
こ
の
無
、
漏
(
覚
刊
行
一
明
)
と
無
照
明
と
い
う
、
相

互
に
矛
屠
す
る
も
の
の
自
己
同
一
と
い
う
局
面
に
お
い
て
無
明
と
い
う
こ
と
を
欠
落
さ
せ
た
、
真
如
に
お
け
る
無
漏
二
冗
論
的
な
面

を
強
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
な
事
態
は
、
異
相
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
起
信
論
」
は
異
相
に
つ
い
て
次
の
如
く
に
い
う
。

異
桔
と
言
ふ
は
、
種
種
な
る
瓦
器
の
各
各
不
同
な
る
が
如
く
、
是
く
の
如
く
、
無
譲
と
無
現
と
の
随
染
幻
の
差
別
と
笠
染
幻
の
差
別
な
る

が
故
な
持
。

こ
の
『
起
信
論
」
一
見
、
今
述
べ
た
世
界
の
基
層
と
し
て
の
真
知
に
お
け
る
無
漏
(
覚
日
明
)
と
無
明
と
の
横
並
び

構
造
に
目
を
向
け
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
そ
れ
は
、
同
一
の
真
如
に
お
け
る
無
漏
(
覚
日
明
)
と
無
明
と
が

期
異
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
「
異
相
」
を
謂
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
予
断
を
わ
れ
わ
れ
に
抱
か
せ
る
。
「
同
相
」

と
の
正
確
な
対
称
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
当
然
そ
う
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
『
起
信
論
」
の
記
述
の
力

点
は
、
無
漏
(
覚
日
明
)
と
無
明
と
の
相
互
別
異
性
に
で
は
な
く
、
無
漏
と
無
明
が
そ
れ
ぞ
れ
に
現
出
す
る
所
の
多
援
な
業
幻
(
髄

染
幻
・
性
染
幻
)
の
相
互
関
異
性
に
量
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
郎
ち
『
起
信
論
」
に
お
け
る
異
桓
と
は
、
同
桔
と
同
じ
世
界
の
基

署
(
真
如
)
に
お
け
る
無
漏
(
覚
H
U

明
)
と
蕪
明
と
の
別
異
性
を
謂
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
基
屠
に
対
す
る
世
界
の
表
屠
に
お
け
る

無
漏
(
覚
日
明
)
お
よ
び
無
明
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
現
出
し
た
、
諸
現
象
障
の
栢
互
民
異
性
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
「
起
語
論
』
が
か
か
る
展
開
を
な
し
た
理
由
に
関
す
る
考
察
は
行
な
わ
な
い
が
、
蕪
漏
(
覚
u
明
)
と
無
明
と
の
亘
接
的
な
別
異

性
へ
の
言
及
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
桔
に
お
い
て
指
議
さ
れ
た
無
、
漏
(
覚
日
現
)
と
無
明
の
同
一
性
の
み
が
強
調
さ
れ
、

結
果
的
に
無
明
の
強
度
の
希
薄
化
に
連
動
し
て
い
く
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
次
に
掲
げ
る
ご
と
き

「
義
記
」
の
解
釈
も
、
基
本
的
に
辻
『
起
語
論
」
の
方
向
性
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
。

の
記
述
も
、



「
髄
染
幻
の
差
別
」
と
は
、
是
れ
無
漏
法
な
り
。
「
性
染
幻
の
差
関
」
と
泣
是
れ
無
明
法
な
り
。
彼
の
無
明
、
平
等
の
理
に
迷
ふ
を
以
て
、

是
の
故
に
其
の
性
、
自
ら
是
れ
差
別
せ
り
。
故
に
下
の
文
に
云
く
、
是
く
の
如
き
の
無
照
明
は
自
性
差
別
の
故
な
り
。
諸
の
無
漏
の
法
は
、
平
等

の
性
に
頼
ず
。
室
ち
に
其
の
牲
を
論
ず
れ
ば
、
期
ち
差
別
無
し
。
但
だ
樋
染
法
、
差
別
加
の
相
な
る
が
放
に
、
蕪
漏
の
法
に
差
別
有
り
と
説
く
の

み
。
下
の
文
の
中
に
業
議
等
の
差
別
染
法
に
対
す
る
が
故
に
、
本
覚
恒
沙
の
性
徳
あ
り
と
説
く
が
加
し
。
是
く
の
如
き
の
染
誇
は
、
皆
是
れ
真

如
の
縁
に
題
ひ
て
顕
現
し
、
以
て
寵
も
体
無
き
故
に
通
の
幻
と
名
づ
く
る
な
号
。
上
来
辻
一
染
捧
の
不
同
な
り
。
心
の
生
滅
を
釈
持
。

『
起
信
論
」
と
同
様
、
『
義
記
」
も
、
無
漏
(
覚
H
H

明
)
よ
り
現
出
す
る
「
鰻
染
幻
の
差
別
」
と
無
明
よ
り
現
出
す
る
「
性
染
幻
の

差
別
」
に
言
及
し
て
、
無
漏
(
覚
日
明
)
と
蕪
明
と
の
別
異
性
は
開
題
に
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
釈
論
」
は
異
相
門
の
釈
に
あ

た
っ
て
、
ま
ず
次
の
如
く
に
-
評
す
る
c

何
の
義
を
明
か
さ
ん
が
故
に
か
異
相
門
を
建
立
す
る
や
。
唯
一
真
如
、

一
不
せ
ん
と
欲
す
る
が
た
め
の
故
時
。

一
切
の
諸
法
と
作
っ
て
、
名
棺
格
別
、
義
用
不
同
な
る
こ
と
を
顕

こ
れ
は
基
層
(
H
U

真
如
)
に
お
け
る
無
漏
(
覚
H
明
)
と
無
明
と
の
横
な
ら
び
の
局
面
に
注
目
す
る
こ
と
な
く
(
開
ち
基
層
内
の
別
異

的
局
窟
を
軽
視
し
て
そ
の
再
じ
基
層
の
罰
一
的
局
面
に
の
み
着
自
し
、
そ
の
基
震
に
対
す
る
も
の
と
し
て
表
層
を
形
成
す
る
諸
現
象

の
間
に
お
け
る
相
互
別
異
性
を
言
わ
ん
と
す
る
ご
と
く
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
そ
の
立
場
は
、
上
記
の
「
義
記
」
に
連
な
る
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
と
同
様
『
文
殊
部
利
答
第
一
経
」
を
挙
げ
て
そ
れ
を
説
明
す
る
部
分
で
は
、
ま
ず
身
土
(
し
ん
ど
・
舎

利
仏
か
)
な
る
人
物
を
登
場
さ
せ
、
次
の
如
く
に
言
わ
せ
る
。

我
れ
此
の
土
を
見
る
に
、
山
市
林
樹
沙
諜
土
石
、
日
月
宮
殿
舎
宅
等
の
種
々
の
相
、
各
々
の
形
相
名
字
、
差
別
不
同
な
り
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
、
仏
は
身
土
の
視
線
を
批
判
し
て
次
の
如
く
に
言
う
の
で
あ
る
。

汝
が
智
慧
の
力
は
下
劣
狭
小
、
心
に
高
下
あ
り
て
、
是
く
の
如
き
の
異
を
見
る
な
り
。
唯
だ
汝
一
人
の
み
是
く
の
如
く
見
る
に
非
ず
。

切
衆
生
も
亦
た
是
く
の
如
し
。
乃
至
、
諸
法
も
亦
た
是
く
の
如
し
。
真
妄
、
互
い
に
薫
じ
、
染
棒
、
桔
待
し
て
、
功
徳
過
患
の
形
梧
名
字
、
各
々

「
釈
牽
詩
街
論
」
に
お
け
る
蕪
明
解
釈
の
特
徴
(
早
川
)

一
七
三



『
釈
摩
諒
街
論
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
徴
(
早
川
)

一
七
回

差
別
な
号
。
凡
夫
の
心
に
捷
っ
て
立
つ
る
所
の
名
相
は
、
有
に
し
て
寵
も
実
に
非
ず
。
皆
幻
化
の
法
な
持
。

部
ち
、
身
土
が
世
界
の
基
層
と
表
層
と
い
う
構
造
に
お
い
て
そ
の
表
層
を
見
る
、
そ
の
視
線
が
マ
イ
ナ
ス
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
起
信
論
』
自
体
は
、
(
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
来
そ
う
あ
る
べ
き
「
同
相
の
対
披
念
と
し
て
の
異
相
」
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ば
非
対
称
的
で
あ

る
に
せ
よ
)
「
異
相
」
を
あ
る
客
観
的
な
構
造
の
一
端
と
し
て
価
値
中
立
的
な
立
場
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
「
幻
」
は
、
そ
う
い
う
も

の
と
し
て
、
取
ち
敢
え
ず
善
悪
高
抵
は
抜
き
に
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
価
値
中
立
的
な
見
方
は
、
「
起
信
論
」
を

そ
の
ま
ま
継
承
し
た
「
義
記
」
の
解
説
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る

G

「
釈
論
」
の
作
者
の
態
度
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
釈
論
」
の
作
者
の
視
線
は
、
彼
の
ど
の
よ
う
な
無
関
観
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
本

来
的
な
開
題
意
識
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

四

『
釈
摩
詞
街
論
』

の
無
明
観

前
節
で
は
「
釈
論
』
の
無
明
解
釈
に
お
け
る
「
義
記
」
と
の
相
違
点
を
、
世
界
の
基
層
そ
の
も
の
へ
向
か
っ
て
の
視
隷
の
変
更
に

認
め
た
。
そ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
『
釈
論
」
が
、
無
明
の
概
念
的
強
震
に
お
い
て
そ
も
そ
も
希
薄
北
の
傾
向
が
強
い
「
起
信
論
」

と
『
義
記
」
の
無
明
解
釈
を
さ
ら
に
越
え
て
、
真
如
に
お
け
る
禁
謁
二
元
論
的
な
頬
向
を
す
ら
持
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
ご
と
く
で
あ
っ

た。
し
か
し
も
し
真
如
に
お
け
る
そ
の
面
の
み
が
強
謂
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
釈
論
」
の
無
明
は
そ
の
存
在
の
必
然
性
を
完
全
に
喪
失
し

て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
む
「
釈
論
」
の
無
明
は
そ
の
存
在
性
を
完
全
に
喪
失
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
釈
論
」

に
お
い
て
、
指
示
名
称
と
し
て
の
無
関
の
実
体
性
は
し
ば
し
ば
希
薄
化
す
る
が
、
禁
明
と
い
う
言
葉
で
指
示
さ
れ
た
当
体
は
、
様
態



を
変
容
さ
せ
つ
つ
抜
然
と
し
て
持
続
し
つ
つ
あ
り
、
そ
の
当
体
の
存
在
性
の
強
度
は
む
し
ろ
「
起
信
論
」
・
「
義
記
」
に
お
け
る
無
明

を
凌
駕
す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
、
第
一
に
、
『
起
信
論
」
・
『
義
記
」
と
は
異
な
っ
た
発
想
と
動
機
の
も
と
に
講
相
心
さ

れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
し
て
第
二
に
、
「
釈
論
」
自
身
も
概
念
の
制
御
お
よ
び
表
現
力
に
お
い
て
不
充
分
で
あ
る
側
面
を
持
つ
が
故

に
、
そ
の
意
図
す
る
所
に
お
い
て
明
瞭
さ
を
欠
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
ま
ま
あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
こ
と
は
、
「
釈

論
」
に
お
い
て
は
、
「
無
関
」
を
あ
た
か
も
最
も
強
力
な
実
在
と
見
な
す
か
の
よ
う
な
記
述
も
、
「
釈
論
」
の
体
系
全
体
と
の
整
合
性

誌
と
も
か
く
、
事
実
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
、
そ
の
事
に
表
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
起
信
論
』
は
次
の
如
く
に
一
三
一
口
う
。

嘗
に
知
る
べ
し
。
無
明
は
能
く
一
切
の
染
法
を
生
ず
。
一
切
の
染
法
は
皆
是
れ
不
覚
の
梧
な
る
を
以
て
の
故
な
持
。

こ
れ
に
対
す
る
、
「
義
記
」

の
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

根
本
無
明
は
、
真
如
を
了
せ
ざ
る
に
由
り
て
起
る
。
:
:
:
疑
ひ
て
云
く
、
染
法
は
多
種
な
り
。
差
別
加
同
じ
か
ら
ず
。
云
何
ぞ
課
本
は
唯
だ

一
の
無
明
な
る
や
。
釈
し
て
云
く
、
染
法
は
多
し
と
離
も
、
皆
是
れ
無
明
の
気
に
し
て
、
悉
く
不
覚
の
差
別
の
相
な
る
が
故
に
、
不
覚
に
異
な

らふれ一。

要
す
る
に
法
裁
は
、
無
明
は
和
辻
博
士
的
な
「
知
ら
な
い
こ
と
(
不
知
Z
2
F
Z
Z窓
口
こ
か
ら
起
こ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
、

り
「
起
こ
っ
た
も
の
」
と
し
て
は
「
根
本
的
」
で
は
あ
る
が
、
根
本
的
実
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
『
釈
論
」
の
解
釈
は
、
一
見
こ
の
よ
う
な
理
解
を
継
承
す
る
ご
と
く
で
あ
り
つ
つ
も
、
実
は
無
明
を
そ
の
「
根
本
的
実
在
」
と

し
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
釈
論
』
は
、
『
義
記
」
が
「
無
明
の
気
に
し
て
」
と
述
べ
て
い
る
事
稿
を
種
子
と
樹
木
花

果
の
菌
果
関
係
に
置
き
換
え
、
次
の
通
り
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま

論
じ
て
ヨ
く
、
警
へ
ば
人
あ
っ
て
林
饗
等
を
晃
て
決
定
し
て
嘗
に
そ
の
種
子
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
が
如
く
、
諸
の
煩
悩
を
見
て
無
照
明
あ

り
と
知
る
義
も
、
亦
た
是
く
の
如
し
。

je---諜
く
衆
生
あ
っ
て
是
く
の
・
如
き
の
疑
を
作
す
。
無
明
は
唯
一
な
り
。
染
法
は
無
量
な
り
。
量
に
一

無
明
、
諸
の
煩
髄
を
生
ぜ
ん
や
、
と
の
不
告
の
心
を
起
こ
す
に
、
若
し
彼
の
疑
を
決
せ
ん
に
は
、
是
の
言
を
作
す
べ
し
。
警
へ
ば
、
種
子
辻
唯

『
釈
牽
詞
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
捜
(
早
川
)

d 己
三:c:



『
釈
憲
訴
結
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
鍛
(
早
出
)

寸コ
プて

一
な
れ
ど
も
、
無
量
蕪
辺
の
華
果
枝
葉
等
の
一
切
の
類
を
出
生
す
る
が
如
く
、
謀
本
無
明
も
赤
た
是
く
の
如
し
。
唯
一
の
無
明
、
龍
く
一
切
無

量
舞
辺
の
煩
悩
染
法
を
生
苧

こ
こ
で
は
〈
無
明
〉
は
万
物
を
生
ず
る
根
源
と
し
て
、
確
固
た
る
存
在
性
を
有
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
〈
無

明
〉
は
、
前
節
で
述
べ
た
、
基
層
(
日
真
知
)
に
お
け
る
無
漏
(
覚
H
H

明
)
と
無
明
と
の
横
な
ら
び
構
造
を
形
成
す
る
も
の
と
し
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
と
り
わ
け
「
釈
論
」
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
、
あ
の
無
明
と
同
じ
も
の
で
は
あ
り
得
な
い

は
ず
で
あ
る
(
再
者
を
区
挺
す
る
た
め
に
、
こ
こ
か
ら
は
、
今
言
及
し
て
い
る
存
在
と
し
て
の
無
明
に
は
便
宜
的
に
ヤ
マ
括
張
を
付
す
)
。
こ
こ

に
は
明
ら
か
に
、
無
明
と
い
う
同
一
の
語
に
込
め
ら
れ
た
意
味
の
変
容
が
認
め
ら
れ
る
。
で
は
こ
の
〈
無
明
〉
の
存
在
性
は
、
そ
の

本
質
と
し
て
は
い
か
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
明
確
な
形
で
現
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
例
は
次
の
ご
と
き
も

の
で
あ
る
。
ま
ず
「
起
信
論
」
に
次
の
よ
う
な
文
言
が
存
在
す
る
。

人
に
し
て
迷
ふ
が
故
に
東
と
謂
ひ
て
茜
と
為
す
も
、
方
は
実
に
辻
転
ぜ
ざ
る
が
如
し
。
衆
生
も
亦
た
調
り
。
無
現
の
迷
ひ
の
故
に
心
を
謂

ひ
て
念
と
為
す
も
、
心
は
実
に
は
動
ぜ
ず
。
若
し
能
く
観
察
し
て
心
は
無
念
な
り
と
知
ら
ば
、
即
ち
随
腰
し
て
真
如
門
に
入
る
を
得
る
が
故
な

(お)一

h
ワ
4

こ
の
箇
所
の
解
釈
を
、
『
義
記
」
は
次
の
如
く
に
釈
す
る
。
こ
れ
は
『
起
信
論
」

の
文
言
を
そ
の
ま
ま
敷
~
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

自
下
は
心
法
を
観
ず
。
先
は
給
。
後
は
合
な
り
。
合
の
中
に
「
心
は
実
に
は
動
ぜ
ず
」
と
は
、
動
念
を
推
求
す
る
に
、
己
滅
未
生
の
中
に

所
住
無
し
。
所
住
無
き
が
故
に
、
期
ち
起
る
こ
と
有
る
こ
と
な
し
。
故
に
知
れ
ソ
ぬ
、
心
性
は
実
に
不
動
な
り
。
「
若
し
能
く
」
己
下
は
結
な
り
。

中
に
「
期
ち
語
顕
し
て
:
:
:
得
」
と
は
、
是
れ
方
梗
観
な
り
。
「
真
如
門
に
入
る
」
と
は
、
正
観
な
り
。
上
来
辻
、
正
義
を
顕
示
一
円
。

部
ち
、
『
起
信
論
」
お
よ
び
『
義
記
」
に
お
け
る
こ
の
笛
所
の
無
明
は
、
実
際
に
は
無
照
明
は
存
在
し
な
い
と
気
付
け
ば
そ
れ
は
消

え
る
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
無
明
が
無
明
と
し
て
「
認
識
せ
ら
れ
た
と
き
に
は
す
で
に
も
う
紫
明
は
な
同
)
」
と

い
う
和
辻
誇
士
の
認
識
論
的
無
明
観
に
概
ね
従
う
も
の
で
あ
る
。



こ
れ
に
対
し
て
「
釈
論
」
は
、
こ
の
文
言
を
警
喰
門
と
名
付
け
た
上
で
、
次
の
如
く
に
、
〈
無
明
〉
に
対
し
て
、
真
如
な
る
無
漏

(覚
H
明
)
と
全
く
同
位
同
等
の
強
力
な
春
在
住
を
見
出
す
。

何
の
義
を
以
て
の
故
に
か
、
書
検
門
の
中
に
、
東
方
を
覚
に
除
へ
、
酉
方
を
念
を
輪
ふ
る
や
。
本
覚
の
般
若
、
清
浄
智
慧
の
光
明
を
出
現

し
て
、
趨
冥
生
死
の
培
夜
を
照
輝
す
る
こ
と
、
警
へ
ば
言
論
の
出
現
し
己
詑
っ
て
世
田
向
の
寵
を
破
す
る
が
如
く
、
無
明
住
地
謹
々
染
法
の
春
震

を
出
生
し
て
、
舞
明
の
無
漏
の
性
清
浄
の
慧
明
を
隠
覆
す
る
こ
と
、
警
へ
ば
日
韓
の
隠
没
し
己
詑
っ
て
、
大
暗
夜
を
発
し
て
分
別
了
知
の
渚
浄

の
課
を
揮
覆
す
る
が
如
く
な
る
こ
と
を
顕
示
せ
ん
と
欲
す
る
が
た
め
の
故
時
。

こ
の
比
験
に
従
う
な
ら
ば
、
日
輪
の
昇
る
東
方
が
覚
(
無
漏
)
で
あ
り
、
没
す
る
冨
方
は
念
(
〈
無
明
〉
)
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

〈
無
明
〉
は
蕪
漏
(
覚
日
明
)
と
明
確
に
搭
筑
し
つ
つ
、
か
つ
相
互
交
番
的
に
世
界
を
講
戒
す
る
存
在
で
あ
る
。
世
界
を
二
分
す
る

か
た
ち
で
無
、
漏
(
覚
H
暁
)
と
措
抗
す
る
〈
無
照
明
〉
の
強
度
は
、
『
起
信
論
」
・
『
義
記
』
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
側
面
で
あ
る

(
「
起
信
論
」
に
お
い
て
本
来
語
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
形
で
の
「
異
相
」
が
こ
こ
に
復
活
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
)
。
「
釈
論
」

に
は
こ

う
し
た
詰
抗
の
構
図
が
数
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
実
は
そ
れ
こ
そ
が
「
釈
論
』
の
特
徴
の
一
つ
を
為
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
無
明
〉
の
観
念
辻
、
「
釈
論
」
巻
四
に
述
べ
ら
れ
た
「
根
本
無
明
」
の
重
要
な
構
成
部
門
の
一
つ
で
あ
る
「
六
無

照
明
」
に
お
い
て
、
あ
る
一
つ
の
謹
限
形
態
を
獲
得
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
お
け
る
「
暁
の
無
照
的
」
と
い
う
鏡

念
は
、
「
起
信
論
」
・
「
義
記
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
と
し
て
、
お
よ
そ
無
明
の
通
営
の
意
味
か
ら
は
導
き
出
し
得
な
い
患
の
も
の
な

の
で
あ
る
。:

:
・
こ
の
無
明
の
字
に
は
尽
く
一
切
の
般
若
の
智
明
を
摂
し
、
具
足
円
満
し
て
関
失
す
る
所
無
し
。
一
所
青
る
、
究
寛
の
義
の
故
に
、
周
遍

の
義
の
設
に
、
丹
講
の
義
の
故
に
、
平
等
の
義
の
故
に
、
蕪
余
の
義
の
故
に
、
説
て
言
て
「
無
」
と
な
す
。
通
達
の
義
の
故
に
、
顕
了
の
義
の

故
に
、
観
照
の
義
の
故
に
、
現
前
の
義
の
故
に
、
舞
礎
の
義
の
故
に
、
説
て
言
て
「
明
」
と
明
。

こ
こ
に
言
う
〈
無
明
〉
は
、
事
実
上
、
明
(
無
漏
)
と
同
じ
も
の
な
の
で
あ
お
。
こ
の
よ
う
に

『
釈
論
』

iま

『
起
信
論
」

の証…

『
釈
摩
詞
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
韓
被
(
早
川
)

一
七
七



「
釈
摩
詞
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
鍛
(
早
川
)

ーむ
ノ又

明
解
釈
に
お
い
て
、
無
明
の
弄
実
在
性
を
主
張
す
る
一
方
、
〈
蕪
明
〉
の
存
在
的
強
度
を
も
主
張
す
る

G

「
釈
論
」
の
こ
の
面
は
、

『
釈
論
」
が
、
そ
の
注
釈
の
対
象
で
あ
る
『
起
語
論
」
や
先
行
す
る
「
義
記
」
、
及
び
初
期
仏
教
に
見
ら
れ
る
存
在
論
的
な
い
し
認
識

論
的
無
明
観
と
、
多
く
の
馬
面
に
わ
た
っ
て
重
な
る
部
分
を
共
有
し
つ
つ
も
、
微
妙
な
、
し
か
し
決
定
的
な
梧
違
点
を
有
す
る
こ
と

の
指
標
の
一
つ
を
形
成
し
て
い
る
と
患
わ
れ
る
。

結

前
箭
の
終
わ
り
に
指
摘
し
た
「
釈
論
』
特
有
の
〈
無
明
〉
の
観
念
に
対
し
て
は
、
そ
の
存
在
の
指
摘
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
形
或

に
至
る
動
機
と
発
想
の
解
暁
を
も
含
め
た
統
一
的
な
説
明
を
な
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
c

こ
こ
で
は
、
そ
の
準
備
作
業
の

意
味
を
も
込
め
て
、
最
後
に
、
「
釈
論
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
に
一
見
矛
盾
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
二
種
類
の
無
明
観
の
根
患
に
潜

在
し
て
い
る
は
ず
の
、
あ
る
揺
れ
た
よ
り
根
源
的
な
存
在
の
観
念
の
携
葱
が
表
出
し
か
か
っ
て
い
る
と
推
溺
さ
れ
る
笛
所
を
指
捕
し
、

今
後
の
展
開
を
期
し
た
い
。

そ
の
最
も
示
唆
的
な
事
例
は
、
そ
の
同
じ
六
無
明
の
教
理
の
中
に
見
出
さ
れ
る
。
六
無
明
と
は
、
「
明
」
、
「
関
」
「
倶
是
」
「
倶
非
」

「
空
」
「
具
足
」
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
中
の
「
倶
是
の
無
明
」
を
事
例
と
す
る
。
「
釈
論
」
は
「
倶
是
の
無
明
」
を
次
の
ご
と

く
に
説
明
す
る
。

倶
是
の
無
明
と
は
、
字
義
差
別
そ
の
相
い
か
ん
。
壊
に
日
く
、
「
唯
一
種
の
無
明
、
或
は
明
或
は
関
な
れ
ば
慎
な
り
。
警
へ
ば
一
間
色
を
、

二
人
各
異
晃
す
る
が
如
し
」
。
:
:
:
こ
の
義
如
何
ん
。
語
く
遊
羅
鳩
審
那
(
赤
眼
・
鳥
)
及
び
人
爵
分
と
が
、
極
寵
の
夜
分
に
同
じ
く
一
処
に
在
つ

て
こ
の
簡
色
を
見
る
に
、
若
し
迦
羅
鳩
奪
那
は
、
唯
だ
清
浄
光
明
を
見
、
若
し
人
同
分
は
唯
だ
一
向
に
黒
閣
の
色
を
見
る
が
如
く
、
倶
是
の
蕪

明
も
亦
復
た
是
く
の
如
し
。
唯
一
の
無
明
、
或
法
智
慧
の
明
、
或
詰
黒
法
の
爵
な
り
，
。
・
:
:
・
袈
本
無
明
は
、
幻
人
の
中
に
於
い
て
は
能
く
幻
質



を
倖
し
、
謹
人
の
中
に
於
い
て
は
詑
く
鍍
質
を
存
す
。
一
を
取
ち
一
を
非
す
べ
か
ら
苧

す
べ
て
同
一
の
も
の
が
、
見
る
者
の
原
理
に
従
っ
て
同
時
に
明
で
も
あ
り
、
ま
た
無
暁
(
関
)
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
三
節
に
お
い
て
我
々
は
、
「
無
明
の
相
は
覚
性
を
離
れ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
壊
す
べ
き
も
の
に
も
非
ず
、
壊
す
べ
か
ら
ざ
る

も
の
に
も
非
ず
」
と
い
う
『
起
信
論
」
の
超
対
象
論
理
的
な
言
表
に
対
し
て
、
「
義
記
」
が
本
覚
を
分
割
す
る
事
に
よ
っ
て
対
応
し

た
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
解
釈
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
故
例
え
ば
弛
に
も
解
釈
の
可
能
性
は
あ
る

こ
と
を
指
擁
し
た
。
こ
の
場
合
、
無
明
と
覚
性
と
の
梧
違
は
、
再
一
の
対
象
に
対
す
る
観
照
す
る
者
(
議
伽
者
)
の
視
位
の
相
違
に

由
来
す
る
の
で
あ
る
。
「
倶
是
の
無
明
」
に
お
け
る
〈
蕪
明
〉
の
捉
え
方
辻
、
こ
れ
と
相
似
の
思
考
形
式
の
所
産
で
あ
る
と
言
う
こ

と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
筆
者
は
こ
の
場
合
、
そ
れ
故
他
に
も
、
そ
の
視
泣
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
〈
無
明
〉
を
捉
え
る
意
識
に
は
何
種
類
も
あ
る

の
で
誌
な
く
、
覚
れ
る
「
智
慧
の
明
」
者
と
迷
え
る
「
黒
法
の
嵩
」
の
二
謹
の
み
が
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
E
し
た
い
。
思
う

に
、
こ
の
南
極
な
る
二
者
の
聞
に
「
実
践
」
(
修
道
)
と
い
う
要
因
を
挿
入
す
る
な
ら
ば
、
「
倶
是
の
無
明
」
に
お
け
る
同
一
の
〈
無

明
〉
の
二
棺
(
「
課
課
か
ら
の
流
出
」
で
は
な
い
)
と
い
う
捉
え
方
は
、
疹
道
に
お
け
る
低
い
現
実
状
能
い
か
ら
理
想
状
慈
へ
向
上
す
る
運

動
の
到
達
点
と
出
発
点
の
確
認
と
い
う
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
構
想
こ
そ
が
、
「
釈
論
」
強
特
の
、
あ
の
〈
無
明
〉

観
の
摂
震
に
伏
在
し
て
い
た
発
想
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
「
起
語
論
」
・
「
義
一
記
」
に
通
底
し

て
い
た
「
世
界
の
基
層
と
し
て
の
真
如
に
お
け
る
無
漏
(
覚
5
明
)
と
無
明
」
の
横
並
び
講
造
と
同
じ
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
に
思

わ
れ
る
。
し
か
し
『
起
信
論
」
・
『
義
記
』
に
お
い
て
「
真
如
」
と
よ
ば
れ
て
い
た
世
界
の
根
底
が
『
釈
論
」
に
お
け
る
よ
う
な
〈
無

関
〉
に
変
じ
る
時
、
そ
こ
に
は
存
在
の
観
念
に
お
け
る
根
本
的
な
変
容
が
起
こ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
世
界

内
の
実
存
(
人
間
の
現
存
在
)
は
自
己
超
克
を
当
為
と
す
る
説
自
態
と
し
て
規
定
さ
れ
、
そ
れ
故
、
論
理
必
然
的
に
「
実
践
」
が
要

請
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
『
釈
議
」
に
お
け
る
〈
無
明
〉
の
最
大
の
特
徴
は
こ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が

)
O

「
釈
牽
諒
街
論
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
韓
畿
(
早
川
)

4エ
ブL



「
釈
摩
詞
街
論
』
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
犠
(
早
川
)

ノ、』
o 

ま
た
、
蛇
足
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
「
実
践
」
と
い
う
契
機
を
投
入
す
る
こ
と
に
よ
る
存
在
の
観
念
の
統
合
と
い

う
観
点
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
一
見
桔
矛
盾
し
て
い
る
か
の
如
き
六
無
暁
の
諸
規
定
の
統
一
的
解
釈
も
可
能
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
一
銅
を
示
し
て
、
本
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。
「
具
足
の
無
明
」
は
次
の
ご
と
く
に
述
べ
ら
れ
る
。

国
民
一
ハ
是
と
い
ふ
は
、
根
本
無
明
は
、
龍
く
一
切
の
染
法
と
浄
法
と
を
生
じ
て
増
長
せ
し
む
る
が
故
に
具
足
の
名
を
立
つ
。
『
仏
性
解
脱
契
経
』

の
中
に
是
く
の
如
き
の
説
を
作
す
。
「
無
明
の
種
よ
り
覚
知
の
樹
を
出
し
、
覚
知
の
樹
よ
り
'
功
徳
智
慧
の
華
を
出
し
、
調
輪
の
華
よ
り
法
身
解

説
の
果
を
結
ぶ
。
乃
至
広
説
の
故
隠
」
。

「
慎
是
の
無
明
」
で
は
、
異
な
っ
た
視
泣
の
一
つ
の
対
象
で
あ
っ
た
〈
無
明
〉
(
根
本
無
明
)
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
と
は
全
く
対

照
的
な
「
万
象
流
出
の
根
源
」
で
あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
『
仏
性
解
説
契
経
』
な
る
経
典
に
引
用
さ
れ
た
「
種
↓
一
華
↓
実
」

の
変
貌
の
可
能
原
理
と
し
て
「
実
践
」
と
い
う
契
機
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
「
具
足
の
無
明
」
は
、
そ
れ
が
「
倶
是
の
無
明
」
と
共

に
関
わ
る
同
一
の
事
態
の
描
構
造
に
対
す
る
表
現
上
の
相
違
と
し
て
、
そ
の
矛
君
も
解
消
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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(
日
)

(
日
)

(ロ)
(
日
)

(
日
)

(
日
)

(
民
)

(
口
)

(
路
) 言主

こ
れ
ら
の
事
実
の
指
捕
は
森
田
龍
遷
『
釈
摩
詞
街
論
之
研
究
」
に
よ
る
。

木
村
泰
賢
『
原
始
仏
教
思
想
論
」
(
全
集
第
三
巻
・
一
二
六
頁
)
。

和
辻
哲
郎
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
(
全
集
第
五
巻
・
二
三
四
頁
)
。

『
起
信
論
」

中
村
元
『
原
始
仏
教
の
思
想
E
』
(
決
定
版
選
集
第
六
巻
・
五
一
一
一

i
二
六
頁
)
。

一
二
六
頁
。

「
義
記
』
巻
中
本

「
釈
論
」
巻
第
三

『
海
東
琉
」
巻
上

『
起
信
論
」

「
義
記
」
巻
中
末

『
義
記
」
巻
中
末

「
義
記
」
巻
中
末

「
起
信
論
』

二
ニ
六
頁
。

「
義
記
』
巻
中
末

『
釈
論
』
巻
第
三

『
釈
論
』
巻
第
三

『
釈
論
」
巻
第
三

『
起
信
論
』

一
九
二
一
員
。 一

二
人
頁
。

八
九
真
。

一
二
七
頁
。

一
三
五
頁
。

一
三
六
頁
。

二
二
六
頁
。

一
三
六
頁
。

一
三
七
頁
。

九
酉
真
。

九
四
真
。

九
四
;
五
頁
。

『
釈
牽
謂
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
畿
(
早
川
)

-̂-



(
四
)

(
お
)

(
幻
)

(
お
)

(
お
)

(
担
)

(
お
)

(
お
)

(
幻
)

「
釈
摩
詞
街
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
徴
(
早
川
)

『
義
記
」
巻
下
本

『
起
信
論
」

一
六
六
頁
。

J、、

一
九
三
j
西
真
。

一
六
七
頁
。

一
一
三
頁
。

一
二
二
一
員
。

一七
O
j
一頁。

二一一一

i
三
頁
。

一
二
三
頁
。

な
お
、
『
義
記
』
と
『
釈
論
』
の
同
相
・
異
相
解
釈
に
関
し
て
は
、
本
多
経
仁
「
釈
摩
謂
街
論
に
お
け
る
同
相
と
異
相
に
つ
い
て
」
(
智
山
学
報
第

『
義
記
」
巻
中
末

『
釈
論
」
巻
第
四

『
釈
論
」
巻
第
四

「
起
信
論
」

一
六
九
頁
。

(
お
)

三
十
六
輯
)
を
参
考
に
し
た
。

(
お
)

(
お
)

(
担
)

(
沼
)

(
お
)

(
担
)

『
義
記
」
巻
中
末

「
釈
論
』
巻
第
四

『
釈
論
』
巻
第
四

『
釈
論
」
巻
第
四

一O
四
頁
。

し
た
。 『

釈
議
』
の
無
明
解
釈
の
独
自
性
に
つ
い
て
辻
、
佐
藤
隆
賢
「
「
釈
摩
詞
街
論
」
に
お
け
る
無
明
」
(
「
空
権
教
学
の
訴
究
』
所
収
)
を
参
考
に

『
起
信
論
」

一
六
五
頁
。

『
義
記
」
巻
中
末

「
釈
論
」
巻
第
四

「
釈
議
」
巻
第
三

一
六
六
真
。

二
一
一
真
。

九
五
頁
。

『
起
信
論
」
二
七
九
i
入

O
頁

9



(
お
)

(
お
)

(
幻
)

(
お
)

(
お
)

(
必
)

和
辻
哲
郎
『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』
(
全
集
第
五
巻
・
二
三
五
頁
)
。

『
義
記
」
巻
下
本

『
釈
論
』
巻
第
六

二
人

O
真。

一
七
三
貰
。

そ
れ
故
、
筆
者
の
想
定
す
る
〈
無
明
〉
は
、
か
な
り
の
部
分
に
お
い
て
「
援
本
無
明
」
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
通
り
、

〈
無
明
〉
に
は
無
漏
(
覚
日
明
)
と
措
抗
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
り
、
こ
れ
が
「
根
本
無
明
」
と
詞
一
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
今
は
判
断
を
保

留
し
た
い
。

『
釈
論
』
巻
第
四

一
O
五
頁
。

石
井
公
成
「
新
羅
の
華
厳
思
想
」
(
『
華
厳
思
想
の
研
究
』
所
収
)
辻
『
釈
論
」
の
実
践
的
性
諮
を
指
議
し
て
い
る
。
な
お
、
本
書
の
諸
論
考
、

持
に
「
新
羅
華
厳
思
想
展
開
の
一
側
面
」
は
、
筆
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
釈
論
』
全
体
の
構
想
、
特
に
『
起
信
論
」
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
大
正
大
学
の
藤
忠
軽
乗
先
生
よ
号
、
有
益
な
示
唆
を
環
い
た
。

(
但
)

『
釈
論
』
巻
第
四

一
O
六
頁
。

『
釈
牽
詔
結
論
」
に
お
け
る
無
明
解
釈
の
特
鍍
(
早
川
)

一入=一


