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⊆
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．
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1
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解
の
功
罪

 
二
．
諸
行
無
常
の
原
語

 
 
ニ
ー
一
．
コ
切
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サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
①
巳
昌
鋤
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あ
る
」

 
 
ニ
ー
二
．
サ
ン
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カ
ー
ラ

 
 
ニ
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三
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塩
町

 
三
．
諸
行
無
常
の
意
味

 
 
三
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．
四
法
印

 
 
三
一
二
．
釈
尊
の
遺
言

 
四
．
今
後
の
課
題
ー
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
時
間

一．

竭
閧
ﾌ
所
在
1
〈
平
家
物
語
的
諸
行
無
常
〉
理
解
の
功
罪

 
 
 
舐
園
精
舎
の
鐘
の
聲
、
諸
行
無
常
の
響
あ
り
。

 
 
 
娑
羅
蔓
樹
の
花
の
色
、
盛
者
必
衰
の
こ
と
は
り
を
あ
ら
は
す
。

 
 
 
お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
只
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。

 
 
 
た
け
き
者
も
遂
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
、
偏
に
風
の
前
の
塵
に
同
じ
。

 
か
つ
て
は
栄
華
の
絶
頂
を
極
め
た
平
家
一
門
も
、
源
氏
を
中
心
と
す
る
勢
力
に

よ
っ
て
都
を
追
わ
れ
て
敗
走
し
、
遂
に
は
壇
ノ
浦
に
お
い
て
一
門
の
滅
亡
と
い
う

悲
劇
的
結
末
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
掲
は
、
そ
の
悲
劇
の
顛
末
を
綴
っ
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

『
平
家
物
語
』
の
巻
第
一
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
「
盛
者
必
衰
」
の
理
に
従
い
滅
亡

し
て
い
っ
た
平
家
一
門
の
命
運
を
、
仏
教
の
真
理
観
の
一
つ
で
あ
る
「
諸
行
無
常
」

の
名
の
下
に
詠
じ
た
も
の
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
広
く
人
口
に
膳
麦
さ
れ
て

き
た
。

 
日
本
文
学
史
に
お
い
て
「
諸
行
無
常
」
「
無
常
感
」
を
吐
露
す
る
作
品
は
た
だ
こ

の
『
平
家
物
語
』
の
み
に
は
止
ま
ら
な
い
。
特
に
平
安
末
期
か
ら
中
世
に
か
け
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
時
代
背
景
と
も
相
応
し
な
が
ら
、
「
無
常
」
に
纏
わ
る
多
く
の
作
品
が
著
さ
れ
た
。

鴨
長
明
の
手
に
な
る
『
方
丈
記
』
（
一
二
一
二
年
）
も
、
人
生
・
人
間
一
般
の
「
無

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
3
）

常
感
」
を
表
明
し
た
代
表
作
の
一
つ
で
あ
る
。

 
 
 
ゆ
く
川
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。
淀
み

 
 
に
浮
ぶ
う
た
か
た
は
、
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
、
久
し
く
と
ゴ
ま
り
た
る
例

 
 
な
し
。
世
中
に
あ
る
人
と
栖
と
、
ま
た
か
く
の
ご
と
し
。

 
以
上
、
『
平
家
物
語
』
『
方
丈
記
』
と
い
う
代
表
的
な
二
作
品
よ
り
引
用
し
つ
つ
、

中
世
日
本
に
お
け
る
「
無
常
感
」
「
諸
行
無
常
」
受
容
・
解
釈
の
一
端
を
紹
介
し

た
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
「
権
力
、
生
命
を
含
め
、
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る

も
の
は
変
移
し
て
い
っ
て
し
ま
い
、
い
つ
ま
で
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
、

永
続
す
る
こ
と
は
な
い
、
い
っ
か
は
優
く
消
え
去
っ
て
い
く
。
」
と
い
う
意
味
で
「
諸

行
無
常
」
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
理
解
は
た
だ
中
世
の
み
に
特
有
な
も

の
で
は
な
く
、
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
真
理
観
に
対
す
る
、
今
日
に
お
い
て
も
広
く

一21一



山口県立大学国際文化学部紀要 第10号（2004）

認
知
さ
れ
た
理
解
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
以
後
、
「
諸
行
無
常
」
に
対
す

る
『
平
家
物
語
』
『
方
丈
記
』
的
理
解
を
、
〈
平
家
物
語
的
諸
行
無
常
〉
理
解
と
呼

 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

称
す
る
こ
と
と
す
る
。

 
さ
て
、
こ
れ
ま
で
仏
教
と
い
う
宗
教
文
化
を
イ
ン
ド
の
言
語
な
ら
び
に
文
化
理

解
に
基
づ
く
「
イ
ン
ド
の
地
平
、
イ
ン
ド
の
脈
絡
」
か
ら
考
察
し
て
き
た
筆
者
は
、

日
本
に
お
け
る
〈
平
家
物
語
的
諸
行
無
常
〉
理
解
を
概
観
し
て
み
て
、
そ
れ
が
「
諸

行
無
常
」
と
い
う
仏
教
の
基
本
的
真
理
観
に
関
し
て
、
決
し
て
間
違
い
と
ま
で
は

呼
べ
な
い
も
の
の
、
必
ず
し
も
そ
の
真
意
を
捉
え
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

あ
る
い
は
、
真
意
の
一
部
し
か
反
映
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を

抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
筆
者
は
、
「
こ
と
ば
は
必
ず
そ
の
原
語
・
原
義
に

お
い
て
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
頑
な
に
主
張
す
る
「
原
語
・
原
義
絶
対
主

義
者
」
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
と
ば
と
い
う
も
の
が
文
脈
の
中
で
働
く
も
の
で

あ
る
以
上
、
原
語
・
原
義
の
み
で
そ
の
こ
と
ば
の
抱
え
う
る
意
味
全
て
を
網
羅
す

る
こ
と
な
ど
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、
〈
平
家
物
語
的

諸
行
無
常
〉
が
日
本
中
世
と
い
う
時
代
性
を
強
く
反
映
し
た
一
理
解
、
一
解
釈
に

過
ぎ
ず
、
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
こ
と
ば
・
考
え
方
を
過
不
足
な
く
表
現
し
た
も
の

と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
も
認
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
も
し
〈
平
家
物
語

的
諸
行
無
常
〉
理
解
の
み
を
も
っ
て
こ
と
足
れ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
と

ば
が
文
脈
の
中
で
働
く
と
い
う
基
本
原
則
を
無
視
し
た
、
「
原
語
・
原
義
絶
対
主
義

者
」
と
同
様
の
誤
謬
を
犯
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
諸
行
無
常
」

の
場
合
、
〈
平
家
物
語
的
諸
行
無
常
〉
理
解
か
ら
は
漏
れ
て
し
ま
っ
た
意
味
の
中
に

こ
そ
、
こ
の
こ
と
ば
を
特
定
の
時
代
背
景
に
基
づ
く
限
定
・
束
縛
か
ら
解
放
し
、

仏
教
と
い
う
国
家
・
民
族
の
枠
を
超
え
広
く
伝
播
し
て
い
っ
た
世
界
宗
教
の
普
遍

的
真
理
観
へ
と
回
帰
さ
せ
る
鍵
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

筆
者
は
、
〈
平
家
物
語
的
諸
行
無
常
〉
が
日
本
に
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
こ
と
ば
や

考
え
方
を
広
く
根
付
か
せ
る
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、

そ
の
影
響
力
の
強
さ
が
か
え
っ
て
「
諸
行
無
常
」
の
一
側
面
の
み
を
強
調
し
て
し

ま
い
、
「
諸
行
無
常
」
が
本
来
開
顕
す
べ
き
で
あ
っ
た
意
味
が
日
本
で
は
十
分
に
理

解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
を

「「

剥
s
無
常
」
再
考
」
と
題
し
、
一
度
仏
教
の
原
点
で
あ
る
イ
ン
ド
の
地
平
に
立

ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
諸
行
無
常
」
の
よ
り
正
確
な
理
解
を
目
指
す
一
試
論
と

し
て
み
た
い
。

一一

D
諸
行
無
常
の
原
語

二
一
一
．
＝
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
9
良
著
9
で
あ
る
」

 
「
諸
行
無
常
」
は
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
は
ω
重
く
鋤
ω
鋤
琶
ω
冨
鼠

 
 
 
 
 
（
5
）

鋤
巳
蔓
乱
臣
と
い
う
。
そ
の
う
ち
、
ω
霞
く
甲
は
コ
切
の
、
全
て
の
、
諸
々
の
」
を
表

し
、
ω
蝉
ぢ
ω
冨
鼠
（
廿
）
が
ω
鋤
ぢ
ω
轟
轟
（
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
）
と
い
う
男
性
名
詞
の
複
数
・

主
格
形
（
⇒
0
8
も
一
．
ヨ
●
）
を
、
①
三
蔓
9
1
廿
が
⇔
巳
声
門
と
い
う
形
容
詞
の
男
性
・
複

数
・
主
格
形
（
口
0
8
・
℃
ピ
ヨ
．
）
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
者
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ

が
「
行
」
の
、
後
者
の
餌
飴
煮
9
が
「
無
常
」
の
訳
語
に
対
応
し
て
お
り
、
こ
の
二

つ
の
タ
ー
ム
を
ど
う
理
解
し
解
釈
す
る
か
が
「
諸
行
無
常
」
理
解
の
鍵
と
な
る
。

そ
こ
で
少
々
無
骨
と
は
言
え
、
「
諸
行
無
常
」
を
当
面
、

 
 
 
諸
行
無
常
 
↓
 
一
切
の
サ
ン
ス
公
差
ラ
は
鋤
望
事
鋤
で
あ
る

と
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
長
く
親
し
ん
で
き
た
く
平
家
物
語
的

諸
行
無
常
〉
を
極
力
離
れ
て
、
試
み
に
「
イ
ン
ド
の
地
平
、
イ
ン
ド
の
脈
絡
」
に

立
ち
戻
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
と
ば
の
形
態
・
音
声
を
通
じ
た
表
象
機
能
や
想

起
作
用
は
非
常
に
強
力
で
あ
り
、
「
諸
行
無
常
」
「
し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う
」
を
一

旦
離
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
形
態
・
音
声
と
結
び
つ
い
た
〈
平
家
物
語
的
諸

行
無
常
〉
か
ら
も
離
れ
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。

二
一
二
．
サ
ン
ス
カ
ー
ラ

 
さ
て
、
前
節
に
お
い
て
「
諸
行
無
常
」
を
コ
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
鋤
魚
文
①

で
あ
る
」
と
置
き
換
え
た
の
で
、
本
節
以
降
で
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
」
と
「
9
巳
蔓
9
」
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「諸行無常」再考

に
つ
い
て
順
次
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

 
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
ω
鋤
日
ω
冨
鑓
は
語
源
的
に
は
、
《
買
（
8
ヨ
鋳
Φ
“
作
る
）
と
い

う
動
詞
に
ω
鋤
ヨ
ー
（
o
o
ヨ
二
七
①
牙
“
完
全
に
、
全
く
、
見
事
に
）
と
い
う
接
頭
辞
が

つ
い
た
語
学
ぢ
ω
-
《
茸
よ
り
派
生
し
た
名
詞
で
、
「
完
全
に
作
り
上
げ
る
こ
と
、
全

く
作
り
上
げ
る
こ
と
（
胃
8
霞
ぎ
α
Q
噂
ヨ
鋤
評
言
σ
q
℃
臼
噛
①
o
け
）
」
が
語
源
第
一
義
的
意

味
と
な
る
。
そ
れ
は
「
不
完
全
な
も
の
を
完
全
に
す
る
」
と
い
う
点
で
「
完
成

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
6
）

（
碧
8
ヨ
9
ω
ゴ
白
Φ
耳
）
」
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
ま
た
、
「
も
と
も
と
な
い
の
に
一

か
ら
全
く
作
り
上
げ
て
し
ま
う
」
と
い
う
点
で
「
虚
構
、
潜
在
的
形
成
力
・
形
成

作
用
（
①
ヨ
Φ
雪
竿
o
o
託
霞
目
蝉
鉱
8
0
『
o
お
鋤
鉱
。
昌
○
｛
9
Φ
巳
巳
（
ω
＝
o
ゲ
鋤
ω
9
讐

。
｛
爵
①
①
×
8
旨
巴
≦
o
ユ
P
『
①
ひ
q
蝉
a
巴
び
《
津
①
ω
お
鉾
夢
。
坦
ひ
q
び
碧
ε
繋
ぐ
昌
。
『

①
×
凶
ω
け
①
耳
）
）
」
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
仏
教
の
文
脈
に
お
い
て
は
後

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
7
）

者
の
意
味
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
仏
教
の
代
表
的
教
説
と
し
て
縁
起
胃
鉾
同
蔓
鋤
ω
①
ヨ
q
8
挫
鋤
（
縁
っ
て
起
こ
る
）

説
が
挙
げ
ら
れ
る
。
縁
起
説
は
、
わ
れ
わ
れ
が
経
験
す
る
諸
々
の
事
象
は
、
全
て

原
因
が
あ
っ
て
起
こ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
、
就
中
、
わ
れ
わ
れ

 
 
 
 
 
（
8
）

が
感
受
す
る
苦
の
原
因
と
そ
の
止
滅
と
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
形
式

に
関
し
て
も
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
も
の
ま
で
い
く
つ
か
の
発
展
段
階
が
あ
る
。

そ
れ
ら
の
う
ち
で
最
も
整
理
さ
れ
、
か
つ
一
般
的
な
も
の
が
十
二
の
支
分
よ
り
な

る
十
二
支
縁
起
で
あ
り
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
そ
の
第
二
支
に
配
当
さ
れ
て
い
る
。

実
際
の
用
例
を
、
最
古
層
の
仏
典
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ

留
§
ミ
膏
鋤
ミ
（
経
集
）
』
の
イ
ン
ド
パ
ー
リ
語
原
典
か
ら
訳
出
し
て
紹
介
し
て
お

 
（
9
）

こ
う
。

 
 
 
「
『
何
で
あ
れ
苦
が
生
じ
る
の
は
、
全
て
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
（
潜
在
的
形
成
力
・

 
 
形
成
作
用
）
に
縁
っ
て
起
こ
る
。
』
と
い
う
の
が
〔
真
理
に
関
す
る
〕
第
一
の

 
 
観
察
法
（
順
観
）
で
あ
る
。
『
し
か
し
諸
々
の
サ
ン
ス
令
旨
ラ
が
残
す
と
こ
ろ

 
 
な
く
離
れ
消
滅
す
れ
ば
、
苦
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
』
と
い
う
の
が
第
二
の

 
 
観
察
法
（
逆
観
）
で
あ
る
。
比
丘
（
出
家
修
行
僧
）
た
ち
よ
。
こ
の
よ
う
に

 
 
二
つ
の
方
法
で
正
し
く
観
察
し
、
怠
る
こ
と
な
く
励
み
、
専
心
す
る
な
ら
ば
、

 
 
以
下
の
果
報
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

 
 
（
一
）
現
世
に
お
け
る
〔
覚
り
〕
、
あ
る
い
は
、
（
二
）
煩
悩
の
残
り
が
あ
る

 
 
場
合
に
は
迷
い
の
生
存
に
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い
こ
と
、
と
い
う
果
報
で
あ

 
 
る
。
」

 
 
 
世
尊
（
シ
ャ
ー
キ
ャ
ム
ニ
）
は
こ
の
よ
う
に
説
い
た
の
ち
、
さ
ら
に
次
の

 
 
よ
う
に
〔
偶
頒
を
〕
説
い
た
。

 
 
 
「
何
で
あ
れ
苦
が
生
じ
る
の
は
、
全
て
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
縁
っ
て
起
こ
る

 
 
の
で
あ
る
。
諸
々
の
サ
ン
ス
三
三
ラ
が
滅
す
れ
ば
、
苦
が
生
ず
る
こ
と
も
な

 
 
く
な
る
。
（
刈
ら
。
H
）

 
 
 
『
苦
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
縁
っ
て
起
こ
る
』
と
い
う
こ
の
禍
を
知
り
、
一

 
 
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
鎮
め
、
〔
苦
の
生
起
に
至
る
〕
想
を
止
め
る
な
ら
ば
、

 
 
苦
の
撃
滅
が
実
現
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
あ
り
の
ま
ま
に
（
如
実
に
）
知
っ

 
 
て
、
（
蕊
N
）

 
 
 
正
し
く
観
察
し
、
正
し
く
了
知
す
る
賢
者
・
真
の
智
者
は
、
魔
の
仕
掛
け

 
 
た
繋
縛
に
打
ち
勝
っ
て
、
二
度
と
迷
い
の
生
存
に
赴
く
こ
と
は
な
い
。
（
記
ω
）
」

 
こ
の
例
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
は
苦
の
原
因
と
な
り
、

縁
起
の
第
二
支
に
配
当
さ
れ
る
潜
在
的
形
成
力
・
形
成
作
用
を
意
味
し
て
お
り
、

〈
平
家
物
語
的
〉
に
「
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
と
単
純
に
置
き
換
え
る
だ
け

で
は
、
文
意
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
縁
起
の
第
一
支
、
す
な
わ
ち

苦
の
根
本
原
因
は
無
明
（
蝉
≦
身
鋤
“
あ
り
の
ま
ま
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
。
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
に
対
す
る
無
知
）
で
あ
り
、
そ
の
無
明
を
原
因
と
し

て
第
二
支
で
あ
る
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
が
起
こ
る
。
こ
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
、
世
界
を

あ
り
の
ま
ま
に
理
解
で
き
な
い
人
間
が
、
何
と
か
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
盲
目

的
補
償
作
用
に
基
づ
い
て
発
動
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り
、
「
そ
の
人
に
と
っ
て
の

世
界
」
を
形
成
す
る
力
・
作
用
を
意
味
す
る
。
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
意
味
と
し
て
は

こ
の
「
潜
在
的
形
成
力
・
形
成
作
用
」
が
本
来
的
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
こ
の
形
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成
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
、
形
成
物
、
わ
れ
わ
れ
が
感
知
し
経
験
す
る
世
界
、

そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
0
8
α
一
口
。
里
心
ひ
q
ω
も
。
口
α
詳
圃
。
コ
①
α
ω
け
讐
①
ω
」
と
い
う
意
味

 
 
 
 
 
 
 
（
1
0
）

が
派
生
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
」
を
認
識

す
る
た
め
に
、
縁
起
の
第
三
支
で
あ
る
識
（
＜
冒
鋤
轟
“
認
識
作
用
）
が
起
こ
っ
て

く
る
。
無
明
の
状
態
に
あ
る
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
」

を
「
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
、
リ
ア
ル
な
世
界
」
と
誤
っ
て
認
識
し
た
ま
ま
で
生
き

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
「
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
」
と
「
そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
」

と
の
間
に
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
相
違
・
乖
離
・
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
す
る
の
だ

が
、
そ
の
事
実
に
直
面
し
た
と
き
、
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
容
易
に
克
服
・
解
消
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
人
は
苦
し
む
の
で
あ
る
。
こ
の
、
無
明
か
ら
苦
の
生

起
に
至
る
過
程
、
及
び
そ
の
岨
面
と
を
説
明
し
た
も
の
が
縁
起
説
で
あ
り
、
サ
ン

ス
カ
ー
ラ
は
根
本
原
因
で
あ
る
無
明
に
継
ぐ
第
二
支
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

ニ
ー
三
．
9
三
畠
9

 
次
に
「
鋤
巳
蔓
①
」
で
あ
る
。
①
巳
蔓
鋤
は
巳
蔓
蝉
と
い
う
形
容
詞
に
否
定
説
話
が

接
続
し
た
語
で
あ
っ
て
、
サ
ン
ス
七
二
ラ
と
比
べ
る
と
き
、
三
升
P
①
巳
蔓
四
と
も

に
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
は
る
か
に
一
般
的
な
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
は
巳
q
自
。
が

「
内
在
す
る
」
を
元
来
の
意
味
に
持
ち
、
イ
ン
ド
思
想
を
代
表
す
る
形
而
上
学
的

概
念
で
あ
る
ア
ー
ト
マ
ン
（
響
ヨ
碧
“
個
人
主
体
、
常
一
主
宰
の
個
人
原
理
）
を
形

容
す
る
、
あ
る
い
は
表
示
す
る
こ
と
ぼ
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
語
源
的
に
こ
の

よ
う
な
事
情
を
抱
え
て
い
る
巳
蔓
鋤
は
、
通
常
の
形
容
詞
と
し
て
「
常
住
、
不
変
、

永
続
的
、
本
来
備
わ
っ
て
い
る
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
8
暮
ぎ
二
巴
も
①
壱
①
ε
巴
鴇

①
8
『
⇒
鉾
ぎ
く
①
鼠
⇔
巨
①
㍉
づ
づ
讐
ρ
ぎ
臼
ω
O
①
昌
ω
餌
包
①
）
」
等
の
意
味
を
持
ち
、
そ
の
否

定
語
で
あ
る
鋤
三
q
帥
は
、
「
永
遠
で
な
い
、
永
続
的
で
な
い
、
偶
発
的
な
、
不
安
定

な
、
移
ろ
い
や
す
い
（
昌
。
辞
Φ
＜
①
同
勢
ω
富
屋
ひ
q
蓉
筆
圧
ω
δ
口
計
o
o
o
鋤
ω
δ
昌
鉾
ぎ
9
血
①
葺
巴
”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
座
①
α
q
巳
餌
お
¢
萱
ω
⊆
黒
影
ω
富
げ
一
ρ
巷
。
①
詳
言
昌
）
」
等
の
意
味
を
持
つ
。
そ
の
際
、

〈
平
家
物
語
的
諸
行
無
常
〉
に
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
わ
れ
わ
れ
が
犯
し
や
す
い
過

ち
は
、
四
巳
蔓
騨
を
「
消
滅
」
と
い
う
一
方
向
だ
け
で
捉
え
て
し
ま
い
、
イ
ン
ド
の

脈
絡
に
お
い
て
鋤
巳
貸
馬
が
持
つ
「
消
滅
」
と
「
生
起
」
の
二
面
性
・
二
方
向
性
を

看
過
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

 
紀
元
前
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の
時
代
よ
り
今
日
に
至
る
ま
で
、
イ
ン
ド
思
想
の
底
流
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
2
）

は
輪
廻
ω
餌
日
ω
鋤
轟
（
生
ま
れ
変
わ
り
死
に
変
わ
り
）
の
観
念
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

輪
廻
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
全
て
の
も
の
は
生
じ
て
は
滅
し
、
滅
し
て
は
生
じ
る

 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

と
い
う
生
滅
を
繰
り
返
す
の
で
あ
っ
て
、
「
生
起
」
と
「
消
滅
」
の
二
面
性
、
す
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

わ
ち
「
生
滅
の
繰
り
返
し
」
こ
そ
、
輪
廻
す
る
も
の
の
特
質
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

故
餌
重
書
鋤
は
、
生
滅
を
繰
り
返
し
て
同
じ
状
態
に
な
い
こ
と
の
形
容
句
と
し
て
用

い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
消
滅
す
る
と
い
う
一
方
向
的
意
味
合
い
に
お
い
て
だ
け
使

わ
れ
る
こ
と
ば
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
の
脈
絡
に
お
い
て
は
、
鋤
巳
蔓
鋤
な
も
の
は
「
生

滅
を
繰
り
返
す
」
と
い
う
点
に
お
い
て
、
永
遠
で
な
く
、
永
続
的
で
な
く
、
偶
発

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
4
）

的
で
あ
り
、
不
安
定
で
あ
り
、
移
ろ
い
や
す
い
の
で
あ
る
。
鋤
巳
蔓
鋤
の
二
面
性
・

二
方
向
性
を
示
す
例
を
『
デ
ィ
ー
ガ
・
ニ
カ
ー
ヤ
b
碍
ぎ
-
寒
珍
優
（
長
部
）
』
か

 
 
 
 
 
 
（
1
5
）

ら
挙
げ
て
お
こ
う
。

 
 
 
「
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
鋤
巳
蔓
鋤
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
滅
す
る
性
質
の

 
 
も
の
で
あ
り
、
生
起
と
消
滅
を
繰
り
返
す
。
」

 
こ
の
よ
う
に
碧
淳
《
四
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
対
象
が
い
つ
ま

で
も
同
じ
状
態
に
な
い
こ
と
、
動
的
空
説
邑
。
な
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と

ぼ
な
の
で
あ
る
。

三
．
諸
行
無
常
の
意
味

 
前
章
ま
で
に
、
コ
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
①
三
身
①
で
あ
る
（
諸
行
無
常
）
」
を

理
解
す
る
た
め
の
二
つ
の
重
要
な
タ
ー
ム
、
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
」
と
「
鋤
三
聖
四
」
に

つ
い
て
、
原
語
レ
ヴ
ェ
ル
で
そ
の
用
法
を
見
て
き
た
。
そ
れ
に
基
づ
き
な
が
ら
、

本
章
で
は
「
四
法
印
」
と
「
釈
尊
の
遺
言
」
を
た
よ
り
に
「
諸
行
無
常
」
の
意
味
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「諸行無常」再考

を
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

三
-
一
．
四
法
印

 
コ
切
の
サ
ン
ス
二
二
ラ
は
鋤
巳
蔓
⇔
で
あ
る
（
諸
行
無
常
）
」
は
、
「
諸
法
無
我

（
あ
る
い
は
諸
法
非
我
）
」
「
浬
葉
寂
静
」
と
並
ん
で
仏
教
の
三
種
の
真
理
観
（
三

法
印
）
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
コ
切
皆
苦
」
を
加
え
て
四
法
印
と
も
呼
ば
れ

る
。
そ
れ
ら
を
理
解
す
る
場
合
に
も
基
本
と
な
る
も
の
は
や
は
り
、
第
一
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
コ
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
鋤
巳
q
四
で
あ
る
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
三
法
印
あ
る
い
は
四
法
印
に
つ
い
て
の
説
明
を
、
原
典
か
ら
三
例
を
引
用
し
て

順
次
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
最
初
は
『
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
や
縛
｝
§
ミ
§
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
6
）

≧
母
衣
犠
（
相
応
部
）
』
よ
り
の
引
用
で
あ
る
。

 
 
 
「
比
丘
た
ち
よ
。
物
質
存
在
は
餌
巳
蔓
曽
で
あ
る
。
①
巳
昌
餌
で
あ
る
も
の
は

 
 
何
で
あ
れ
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
（
苦
）
で
あ
る
。
思
い
通
り
に
な
ら

 
 
な
い
も
の
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
も
の
、
そ
れ
は

 
 
私
の
も
の
で
は
な
く
、
私
自
身
で
は
な
く
、
私
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。

 
 
こ
の
よ
う
に
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
（
如
実
に
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
さ

 
 
せ
な
い
で
）
正
し
い
智
慧
を
も
っ
て
観
察
し
な
さ
い
。
（
中
略
）
諸
々
の
サ
ン

 
 
ス
カ
ー
ラ
は
翁
。
巳
ξ
鋤
で
あ
る
（
諸
行
無
常
）
。
（
中
略
）
暴
論
畠
鋤
で
あ
る
も
の

 
 
は
何
で
あ
れ
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
（
一
切
皆
苦
）
。
思
い
通
り

 
 
に
な
ら
な
い
も
の
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
も
の
、

 
 
そ
れ
は
私
の
も
の
で
は
な
く
、
私
自
身
で
は
な
く
、
私
の
ア
ー
ト
マ
ン
で
は

 
 
な
い
（
諸
法
無
我
（
非
我
）
）
。
こ
の
よ
う
に
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
（
如
実

 
 
に
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
さ
せ
な
い
で
）
正
し
い
智
慧
を
も
っ
て
観
察
し

 
 
な
さ
い
。
」

 
一
切
法
（
わ
れ
わ
れ
の
経
験
・
知
覚
で
き
る
世
界
）
を
物
質
存
在
（
色
昌
B
）
・

感
受
作
用
（
全
く
①
α
回
忌
）
・
表
象
作
用
（
想
ω
鋤
且
鼠
）
・
形
成
作
用
（
行
ω
餌
日
ω
-

惹
轟
）
・
認
識
作
用
（
識
く
巷
鋤
慈
）
に
分
類
す
る
五
薔
O
巴
。
鋤
ω
冨
コ
穿
鋤
説
に
お

い
て
は
、
五
悪
の
一
々
全
て
が
常
に
同
じ
状
態
に
は
な
く
（
無
常
餌
三
角
鋤
）
で
あ

り
、
思
い
通
り
に
な
ら
ず
（
苦
α
⊆
算
冨
）
、
自
己
の
本
体
と
言
わ
れ
て
い
る
ア
ー

ト
マ
ン
で
は
な
い
（
無
我
（
非
我
）
碧
騨
目
四
ロ
）
と
さ
れ
る
。
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は

四
番
目
の
行
藏
に
配
当
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
甘
甘
説
か
ら
は
「
諸
行
無
常
」
コ
切

皆
苦
」
「
諸
法
無
我
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

 
○
諸
行
無
常
：
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
同
じ
状
態
に
な
い
。

 
〇
一
切
皆
無
：
諸
々
の
サ
ン
ス
三
二
ラ
は
苦
で
あ
る
。

 
○
諸
法
無
我
：
色
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
く
、
受
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
く
、

 
 
想
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
く
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
く
、

 
 
識
も
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。
結
局
、
一
切
法
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。

と
い
う
解
釈
が
導
か
れ
る
。
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
理
解
で
き
な
い
無
明
と
い
う

状
態
に
あ
る
人
間
は
、
何
と
か
理
解
し
よ
う
と
す
る
盲
目
的
補
償
作
用
に
基
づ
い

て
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
し
、
「
そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
」
を
虚
構
し
て
い
く
。

サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
そ
の
人
が
無
明
の
状
態
に
あ
る
限
り
常
に
発
動
し
続
け
ら
れ
る

と
い
う
点
で
9
巳
昌
鋤
で
あ
り
、
そ
の
人
が
そ
の
時
々
に
見
た
い
よ
う
に
世
界
を
形

成
し
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
⇔
巳
q
聾
で
あ
り
、
そ
の
世
界
が
そ
の
人
に
と

っ
て
確
固
と
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
鋤
三
豊
蝉
で
あ
る
。
一
方
、
サ
ン
ス

二
王
ラ
は
発
動
を
抑
え
よ
う
と
思
っ
て
も
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
で

思
い
通
り
に
な
ら
ず
、
ま
た
、
「
そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
」
と
「
あ
り
の
ま
ま
の
真

実
の
世
界
」
と
の
間
に
は
当
然
な
が
ら
隔
た
り
（
ギ
ャ
ッ
プ
）
が
あ
り
、
「
そ
の
人

に
と
っ
て
の
世
界
」
で
は
実
現
可
能
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
た
も
の
が
、
「
あ
り
の

ま
ま
の
世
界
」
で
は
実
現
で
き
な
い
と
い
う
点
で
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
。
こ
の
、

「
思
い
通
り
に
な
る
は
ず
な
の
に
、
実
は
自
分
の
思
っ
て
い
た
通
り
に
な
ら
な
い
」

と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
発
生
す
る
苦
し
み
が
、
仏
教
に
お
け
る
苦
q
二
寓
冨
の
観

念
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
が
仏
教

に
お
け
る
苦
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
五
図
説
に
お
い
て
は
口
写
q
。
。
で
あ
り
亀
ニ
ケ
ー

評
冨
で
あ
る
も
の
は
第
四
紀
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
み
な
ら
ず
、
物
質
存
在
・
感
受
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作
用
・
表
象
作
用
・
認
識
作
用
を
合
わ
せ
た
五
悪
全
て
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の

経
験
し
知
覚
で
き
る
世
界
全
て
が
餌
巳
蔓
餌
で
あ
り
α
⊆
廿
ぎ
冨
で
あ
る
と
説
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
の
ど
こ
を
探
し
て
も
、
形
而
上
学
的
個
人

原
理
で
あ
る
常
一
主
宰
の
ア
ー
ト
マ
ン
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
ア

ー
ト
マ
ン
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
輪
廻
を
越
え
て
永
続
す
る
巳
昌
鋤
な
も

の
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
個
人
原
理
・
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
次
は
、
先
の
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
二
戸
留
§
§
母
漸
ミ
（
経
集
）
』
と
並
ん
で
最
古
層
の

仏
典
の
一
つ
と
言
わ
れ
る
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
b
ぎ
ミ
§
愚
亀
§
（
法
鼓
経
）
』
か
ら
、
第

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
7
V

卜。

~
鴇
b
。
刈
。
。
鴇
b
。
浮
気
を
引
用
す
る
。

 
 
 
コ
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
四
巳
蔓
鋤
で
あ
る
（
諸
行
無
常
）
と
正
し
い
智

 
 
慧
を
も
っ
て
理
解
す
る
と
き
、
人
は
苦
を
遠
離
す
る
（
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ

 
 
が
な
く
な
り
心
が
鎮
ま
る
）
。
こ
れ
が
清
浄
（
浬
葉
）
へ
の
道
で
あ
る
。
（
卜
。
ミ
）

 
 
 
一
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
、
及
び
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
さ
せ
て
構
想
し
た

 
 
世
界
は
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
α
昌
評
冨
（
一
切
皆
苦
）
と
正
し
い
智
慧
を
も

 
 
っ
て
理
解
す
る
と
き
、
人
は
苦
を
遠
離
す
る
。
こ
れ
が
清
浄
へ
の
道
で
あ
る
。

 
 
（
旨
。
。
）

 
 
 
わ
れ
わ
れ
の
経
験
で
き
る
世
界
に
ア
ー
ト
マ
ン
は
見
い
だ
せ
な
い
（
諸
法

 
 
無
我
（
非
我
）
）
と
正
し
い
智
慧
を
も
っ
て
理
解
す
る
と
き
、
人
は
苦
を
遠
離

 
 
す
る
。
こ
れ
が
清
浄
へ
の
道
で
あ
る
。
（
ト
の
お
）
」

 
人
が
真
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
（
無
明
）
に
あ

る
と
き
、
そ
の
補
償
作
用
と
し
て
働
く
形
成
作
用
・
形
成
力
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
、

常
に
湧
き
出
し
て
は
消
え
、
消
え
て
は
湧
き
出
し
、
決
し
て
確
立
す
る
こ
と
の
な

い
「
そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
」
を
虚
構
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
を
正
し
い
智

慧
を
も
っ
て
理
解
し
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
軌
道
な
働
き
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
そ
の
結
果
「
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
」
が
顕
現
す
る
こ
と
で
ギ
ャ
ッ
プ
が
な

く
な
り
、
苦
の
な
い
状
態
・
心
が
安
定
し
鎮
ま
っ
た
状
態
・
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
よ

っ
て
虚
構
さ
れ
て
い
な
い
（
汚
さ
れ
て
い
な
い
、
清
浄
な
）
あ
り
の
ま
ま
の
世
界

を
見
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
・
浬
葉
口
置
く
鋤
B
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
N
ミ

偶
）
。
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
勝
手
に
湧
き
出
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
虚
構
さ
れ

た
世
界
と
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
と
の
間
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
正

し
い
智
慧
を
も
っ
て
理
解
し
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
軌
道
な
働
き
を
鎮
め
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
…
…
以
下
同
文
（
第
b
。
刈
。
。
偶
）
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
経
験
で
き
る
世
界
に
常
一
主
宰
の
個
人
原
理
ア
ー
ト
マ
ン
を
見
い
だ

せ
る
は
ず
が
な
い
。
見
い
だ
せ
な
い
も
の
を
「
見
い
だ
せ
な
い
の
だ
」
と
明
ら
か

に
見
て
（
諦
め
て
）
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
軌
道
な
働
き
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
れ

ぼ
、
…
…
以
下
同
文
（
第
卜
。
謬
偶
）
。
こ
の
よ
う
に
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
に
お
い
て
は
、

四
法
印
が
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
も
含
め
て
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

 
第
三
例
と
し
て
、
釈
尊
入
滅
前
後
の
事
歴
を
記
し
た
『
大
豊
浬
葉
経
（
ミ
貸
ミ
ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
8
）

魯
識
ミ
き
§
毯
ミ
ミ
§
ミ
）
』
よ
り
引
用
す
る
。

 
 
 
「
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
心
気
着
尺
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
滅
す
る
性
質
の

 
 
も
の
で
あ
り
、
生
起
と
消
滅
を
繰
り
返
す
。
そ
れ
ら
の
鎮
ま
っ
た
状
態
が
安

 
 
楽
（
艦
影
）
な
の
で
あ
る
。
」

 
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
基
づ
く
世
界
把
握
を
鎮
め
、
あ
り
の
ま
ま
の
世
界
が
顕
現
し

た
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
安
定

し
た
心
の
状
態
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
状
態
を
仏
教
で
は
「
浬
葉

寂
静
」
と
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

 
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
四
法
印
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

 
四
法
印

 
○
諸
行
無
常
ω
鋤
『
＜
器
簿
日
ω
評
9
1
鼠
曽
巳
蔓
魯
1
1
わ
れ
わ
れ
が
世
界
を
構
築
し
把

 
 
寂
す
る
た
め
に
発
動
す
る
潜
在
的
形
成
力
（
サ
ン
ス
三
唱
ラ
ω
鋤
日
ω
冨
轟
）

 
 
は
、
自
分
勝
手
に
・
無
意
識
に
・
知
ら
ず
知
ら
ず
に
自
分
の
都
合
の
よ
い
よ

 
 
う
に
（
無
常
①
巳
昌
㊤
）
発
動
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
形
成
力
お
よ
び
形
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「諸行無常」再考

 
 
成
さ
れ
た
世
界
は
い
つ
も
同
じ
状
態
に
は
な
く
（
無
常
鋤
巳
蔓
鋤
）
、
決
し
て
完

 
 
成
す
る
こ
と
は
な
く
（
無
常
窪
詳
旨
）
、
そ
れ
ら
を
手
に
入
れ
て
思
い
通
り
に

 
 
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
無
常
心
血
蔓
鋤
）
。

 
〇
一
切
皆
苦
ω
霞
く
蝉
ω
鋤
ぢ
ω
評
鋤
『
9
1
α
忌
評
ゴ
低
目
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
発
動
さ
せ
て

 
 
自
分
勝
手
に
構
築
し
た
世
界
（
サ
ン
ス
ク
リ
タ
ω
①
ぢ
ω
胃
8
し
た
世
界
）
と
、

 
 
〈
あ
り
の
ま
ま
旨
夢
鋤
び
げ
口
β
の
世
界
〉
と
の
問
に
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
（
苦

 
 
割
算
冨
）
、
自
分
勝
手
に
想
定
し
た
通
り
（
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
通
り
）
に
は
な

 
 
ら
な
い
（
苦
α
二
四
冨
）
。

 
○
諸
法
無
我
ω
霞
く
巴
ゴ
碧
8
9
1
餌
コ
9
1
粗
目
9
1
口
魯
囲
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
知
覚
で
き

 
 
る
世
界
（
諸
法
ω
碧
く
鋤
ユ
冨
『
8
鋤
）
の
ど
こ
を
探
し
て
も
ア
ー
ト
マ
ン
（
自
分

 
 
の
思
い
通
り
に
な
る
も
の
）
は
見
い
だ
せ
な
い
（
無
我
、
非
我
鋤
畠
ヴ

 
 
目
塞
）
。

 
○
浬
増
加
寂
静
鍬
耳
生
日
三
『
＜
習
p
ヨ
ー
ー
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
生
滅
が
鎮
ま
り
、
あ
り

 
 
の
ま
ま
の
世
界
と
の
乖
離
が
止
滅
し
て
心
が
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
つ

 
 
た
状
態
が
浬
葉
で
あ
る
。

 
以
上
で
コ
切
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
鋤
巳
身
①
で
あ
る
」
の
意
味
が
確
か
め
ら
れ

た
の
で
、
今
後
改
め
て
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

三
-
二
．
釈
尊
の
遺
言

 
三
十
五
歳
で
成
道
し
て
仏
陀
と
な
り
、
四
十
五
年
間
に
渡
っ
て
人
々
を
教
化
し

て
き
た
釈
尊
は
、
八
十
歳
で
入
滅
す
る
に
際
し
て
極
め
て
簡
潔
な
こ
と
ば
を
遺
し

 
（
1
9
）

て
い
る
。

 
 
 
そ
の
と
き
世
尊
は
弟
子
た
ち
に
語
り
か
け
た
。
「
さ
あ
、
修
行
者
た
ち
よ
、

 
 
お
前
た
ち
に
告
げ
よ
う
。
諸
々
の
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
無
常
で
あ
る
。
常
に
気

 
 
を
つ
け
て
修
行
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。
」
こ
れ
が
如
来
（
β
9
鋤
ひ
q
鋤
冨
“
修
行

 
 
を
完
成
さ
せ
て
あ
り
の
ま
ま
に
理
解
し
た
人
1
一
仏
陀
釈
尊
）
の
最
期
の
こ
と

 
 
ば
で
あ
っ
た
。

 
釈
尊
の
最
期
の
こ
と
ば
は
、
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
は
常
に
湧
き
出
し
て
は
消
え
、
消

え
て
は
湧
き
出
し
、
お
前
た
ち
の
目
を
眩
ま
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
サ
ン
ス
カ
ー
ラ

に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
十
分
に
気
を
つ
け
て
修
行
を
完
成
さ
せ
よ
」
と
の
教
誠

で
あ
っ
た
の
だ
。
釈
尊
が
い
か
に
サ
ン
ス
自
重
ラ
を
重
要
視
し
て
い
た
か
が
、
こ

の
遺
言
か
ら
も
窺
え
る
で
あ
ろ
う
。

 
釈
尊
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
鎮
め
て
明
ら
か
に
（
諦
ら
か
に
）
世
界
を
観
る
こ
と

で
成
道
し
た
。
彼
は
成
道
し
て
仏
陀
と
な
っ
た
後
も
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
無
軌
道

な
発
動
・
暴
走
を
抑
え
続
け
な
が
ら
、
縁
起
説
、
五
薔
説
、
四
法
印
な
ど
の
教
説

を
も
っ
て
弟
子
た
ち
を
教
化
し
続
け
た
。
そ
の
い
ず
れ
の
教
説
に
お
い
て
も
サ
ン

ス
カ
ー
ラ
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
、
本
稿
に
お
い
て
見
て
き
た
と

お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
入
滅
の
時
に
至
っ
て
も
、
釈
尊
は
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
に
く
れ

ぐ
れ
も
気
を
つ
け
る
よ
う
に
と
の
教
誠
を
遺
し
て
い
る
。
釈
尊
が
常
に
注
意
を
払

い
、
そ
し
て
弟
子
た
ち
に
繰
り
返
し
説
い
て
き
た
教
説
の
中
心
事
は
、
成
道
よ
り

入
滅
に
至
る
ま
で
「
諸
行
無
常
」
だ
っ
た
と
言
え
る
。

四
．
今
後
の
課
題
ー
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
時
間

 
〈
平
家
物
語
的
諸
行
無
常
〉
を
一
旦
離
れ
て
イ
ン
ド
の
地
平
に
立
ち
戻
り
、
「
諸

行
無
常
」
の
よ
り
正
確
な
理
解
を
目
指
す
と
い
う
本
稿
の
当
初
の
目
的
は
、
前
章

ま
で
の
考
察
を
も
っ
て
ほ
ぼ
達
成
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
さ
ら
に
そ
の
過
程
で
、

「
諸
行
無
常
」
を
機
軸
と
す
る
四
法
印
や
釈
尊
の
遺
言
の
意
味
も
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
し
か
し
す
で
に
下
田
ロ
㊤
㊤
。
。
］
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
サ
ン
ス

カ
ー
ラ
は
時
間
の
観
念
と
も
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
紙
面

の
制
限
と
、
議
論
の
枠
を
拡
げ
す
ぎ
て
焦
点
を
ぼ
か
し
た
く
な
い
と
い
う
意
図
も

あ
り
、
本
稿
で
は
主
に
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と
世
界
把
握
の
問
題
に
的
を
絞
り
、
時
間

に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
扱
い
を
あ
え
て
留
保
す
る
こ
と
と
し
た
。
サ
ン
ス
カ

ー
う
と
時
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
臨
む
こ
と
と
し
た
い
。
そ
こ
で
は

世
界
把
握
及
び
時
間
の
両
視
点
を
合
わ
せ
持
っ
た
、
四
法
印
や
釈
尊
の
遺
言
に
関
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す
る
総
合
的
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

〈
略
号
及
び
使
用
テ
ク
ス
ト
〉

線撃舅切
鳶薯§ミ

◎
ミ
ミ

℃
毯

b
讐
-
書
誌
鼻
ω
＜
○
ジ
℃
勺
鋤
財
↓
①
×
け
ω
0
9
①
蔓
v
い
。
旨
α
o
⇒
・

い
冨
ミ
勘
ミ
ミ
ー
章
魚
鼻
窃
く
。
ジ
導
勺
鋤
＝
↓
o
×
什
ω
o
ユ
Φ
q
鴇
い
。
ロ
α
o
戸

b
ぎ
§
ミ
§
亀
§
M
勺
①
＝
目
①
×
け
ω
o
α
Φ
蔓
鴇
い
。
づ
α
o
戸

い
ミ
ミ
ミ
母
絢
ミ
勺
鋤
嵩
↓
①
答
ω
0
9
①
q
鴇
い
。
口
α
o
ρ

切
碁
ミ
膏
§
§
鳴
§
ミ
い
ミ
§
ミ
＜
o
ピ
く
押
℃
o
o
口
P
目
リ
ミ
．

し
q
ミ
§
ミ
ミ
辱
適
駄
い
貸
§
簿
適
、
O
§
§
ミ
ミ
犠
§
気
b
母
子
。
§
匙
§
①
ρ

国
．
国
α
ひ
q
①
「
8
P
＜
o
H
印
”
O
貯
鉱
。
昌
目
零
Z
①
≦
＝
鋤
く
①
戸
一
回
ω
●

卜
O
識
ミ
ミ
寄
鳶
b
母
§
ミ
亀
§
①
α
●
＜
'
↓
冨
g
評
づ
Φ
お
O
o
需
亭

げ
鋤
ひ
Q
①
員
一
㊤
卜
○
心
一
●

』
い
時
津
瀞
ミ
ヤ
肉
筆
駐
謡
b
蹄
職
。
§
蟄
§
巴
」
≦
」
≦
○
巳
①
で
芝
＝
一
冨
日
ρ

O
×
h
o
a
博
一
〇
。
8
・

寒
Q
聖
ミ
ぎ
、
留
ら
暗
耐
、
砺
寒
、
㌣
爵
、
箇
簿
b
母
き
謡
匙
§
Φ
R
菊
び
図
ω

U
自
。
＜
己
ω
鋤
昌
α
ぐ
く
・
ω
8
α
ρ
い
。
昌
血
o
P
一
㊤
卜
○
一
●

 
（
参
考
文
献
）

雲
井
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『
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仏
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弘
 
 
ロ
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㊤
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。
］
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代
イ
ン
ド
の
時
を
め
ぐ
っ
て
、
『
地
球
化
時
代
の
キ
リ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ス
ト
教
-
自
己
変
成
の
途
1
』
、
春
秋
社
、
署
．
一
㊤
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ト
。
一
ト
。
。

高
木
市
之
助
・
小
澤
正
夫
・
渥
美
か
を
る
・
金
田
一
春
彦

 
 
 
 
 
ロ
㊤
＄
］
 
『
平
家
物
語
 
上
（
日
本
古
典
文
学
大
系
3
2
）
』
、
岩
波
書

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
店
。

田
村
芳
朗
 
 
ロ
㊤
＄
］
 
『
日
本
仏
教
史
入
門
』
、
角
川
書
店
。

中
村
元

西
尾
實

ロ
㊤
。
。
出

ロ
㊤
零
］

水
野
弘
元
 
 
ロ
㊤
団
］

国
鋤
轟
L
≦
・
 
口
罵
り
］

『
ブ
ッ
ダ
の
こ
と
ば
』
、
岩
波
文
庫
。

『
方
丈
記
 
徒
然
草
（
日
本
古
曲
ハ
文
学
大
系
3
0
）
』
、
岩
波

書
店
。

『
パ
ー
リ
語
文
法
』
、
山
喜
房
仏
書
林
。

＞
Z
o
8
0
昌
昏
①
ω
き
ω
町
方
自
。
「
創
Z
学
↓
く
鋤
」

誉
ミ
ミ
ミ
9
ミ
Q
出
§
Q
適
ミ
ミ
O
識
§
ミ
、
い
訂
蔚
耐
藤
謬

-
N
O
O
・
8
あ
刈
・

注（
1
）
引
用
は
高
木
ロ
㊤
＄
日
。
。
ω
］
に
拠
っ
た
。

（
2
）
田
村
ロ
㊤
O
㊤
二
〇
N
山
O
ω
］
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
（
傍
点
筆
者
）
。

 
 
 
 
 
藤
原
貴
族
の
出
身
で
天
台
座
主
と
な
っ
た
慈
円
は
、
日
本
最
初
の
歴

 
 
 
 
史
哲
学
書
と
も
い
う
べ
き
『
愚
管
抄
』
（
一
二
二
〇
）
を
著
し
た
が
、
そ

 
 
 
 
の
中
で
、
「
保
元
以
後
ノ
コ
ト
ハ
。
ミ
ナ
乱
世
ニ
テ
侍
レ
バ
。
ワ
ロ
キ
事

 
 
 
 
ニ
テ
ノ
ミ
ア
ラ
ン
ズ
ル
」
（
第
三
）
と
の
べ
て
い
る
。
保
元
・
平
治
の
乱

 
 
 
 
は
、
結
果
と
し
て
は
武
士
の
中
央
進
出
・
政
権
獲
得
を
う
な
が
し
、
平

 
 
 
 
家
の
全
盛
を
招
く
が
、
そ
の
平
家
は
古
代
貴
族
の
風
を
ま
ね
て
貴
族
化

 
 
 
 
し
、
崩
壊
し
て
ゆ
く
貴
族
と
運
命
を
共
に
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
平

 
 
 
 
家
の
出
現
は
下
降
・
没
落
の
歴
史
の
上
に
咲
い
た
最
後
の
あ
だ
花
で
あ

 
 
 
 
つ
た
と
い
え
よ
う
。
＝
八
五
年
の
平
家
滅
亡
ま
で
は
、
古
代
貴
族
の

 
 
 
 
崩
壊
期
に
含
め
、
人
間
没
落
の
歴
史
と
み
な
す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
（
中
略
）

 
 
 
 
 
治
世
の
位
に
あ
る
も
の
、
政
権
の
座
を
し
め
る
も
の
の
退
廃
は
、
社

 
 
 
会
を
動
乱
の
ち
ま
た
と
化
し
、
不
安
の
渦
中
に
お
と
し
こ
む
。
善
政
の

 
 
 
 
し
か
れ
た
世
な
ら
ば
さ
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
天
災
地
変
も
、
そ
こ
で
は

 
 
 
大
き
く
浮
か
び
あ
が
る
。
か
く
し
て
平
安
文
化
は
、
繁
栄
の
末
路
を
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
 
 
 
や
が
う
え
に
も
露
呈
し
、
い
ま
だ
か
っ
て
な
い
ほ
ど
に
人
生
の
無
常
と

 
 
 
 
へ

 
 
 
苦
、
人
間
の
煩
悩
と
悪
を
現
出
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
頽
廃
し
ゆ
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「諸行無常」再考

 
 
 
 
く
貴
族
だ
け
で
な
く
、
社
会
全
般
を
お
お
い
つ
く
す
も
の
と
な
っ
た
。

 
 
 
 
す
べ
て
の
も
の
が
人
生
の
無
の
深
淵
、
人
間
の
限
界
状
況
の
前
に
立
た

 
 
 
 
さ
れ
て
、
ふ
る
え
お
の
の
い
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
引
用
は
西
尾
ロ
㊤
昭
”
器
］
に
拠
っ
た
。

（
4
）
「
諸
行
無
常
」
を
情
緒
的
に
捉
え
る
傾
向
は
、
別
段
『
平
家
物
語
』
や
『
方
丈

 
 
記
』
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
『
平
家
物
語
』
に
始
ま
っ
た
も
の
で

 
 
も
な
い
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
に
は
人
生
の
無
常
に
対
す
る
悲
哀
の
情
に
身

 
 
を
任
せ
、
人
生
の
優
さ
の
中
に
浸
る
「
無
常
歌
」
が
多
く
見
ら
れ
、
「
諸
行
無

 
 
常
」
の
情
緒
的
感
情
的
受
容
の
一
端
が
伺
え
る
（
『
万
葉
集
』
に
関
し
て
田
村

 
 
ロ
リ
＄
“
紹
凸
。
。
］
を
参
考
に
し
た
）
。
し
た
が
っ
て
〈
平
家
物
語
的
諸
行
無
常
〉

 
 
と
い
う
表
現
も
、
日
本
に
広
く
見
ら
れ
る
「
諸
行
無
常
」
の
情
緒
的
感
情
的

 
 
理
解
を
、
後
代
へ
の
影
響
力
を
考
え
た
上
で
、
『
平
家
物
語
』
と
い
う
一
軍
記

 
 
物
語
に
代
表
さ
せ
た
呼
称
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

（
5
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
発
音
は
、
概
ね
ロ
ー
マ
字
表
記
通
り
で
よ
い
。
も
ち

 
 
ろ
ん
日
本
語
と
は
言
語
グ
ル
ー
プ
を
全
く
異
に
す
る
た
め
正
確
な
転
写
は
不

 
 
可
能
で
は
あ
る
が
、
「
ω
白
く
霧
①
ぢ
ω
惹
感
⇔
巳
昌
9
1
廿
」
の
場
合
、
近
似
的
に
「
サ

 
 
ル
ヴ
ァ
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
ー
 
ア
ニ
テ
ィ
や
二
塁
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、

 
 
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
の
研
究
論
文
と
し
て
は
若
干
異
例
で
は
あ
る
も
の
の
、

 
 
国
際
文
化
学
部
の
紀
要
論
文
と
し
て
、
多
彩
な
分
野
の
研
究
者
を
当
初
よ
り

 
 
読
者
に
想
定
し
て
い
る
本
稿
の
性
格
上
、
基
礎
的
知
識
へ
の
言
及
が
あ
る
こ

 
 
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

（
6
）
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
ω
鋤
口
ω
パ
葺
」
は
、
ω
日
日
ω
-
《
耳

 
 
の
過
去
分
詞
形
鈴
日
ω
茸
富
（
サ
ン
ス
ク
リ
タ
。
完
壁
に
作
ら
れ
た
も
の
、
完

 
 
成
さ
れ
た
も
の
）
の
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
表
記
で
あ
り
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
と

 
 
語
源
を
同
じ
く
す
る
。

（
7
）
ω
鋤
日
ω
評
鋤
轟
（
パ
ー
リ
語
で
は
ω
巴
田
鼠
轟
あ
る
い
は
ω
鋤
ぢ
犀
冨
鑓
）
の
語
義
に

 
 
つ
い
て
は
、
ミ
q
ミ
ミ
一
匿
ρ
、
毯
①
①
ら
よ
①
9
馨
罐
卜
。
-
罐
ω
・
雲
井

 
 
ロ
㊤
零
”
。
。
O
O
］
を
参
照
し
た
。

（
8
）
仏
教
に
お
け
る
苦
α
昌
喜
四
と
は
、
単
に
苦
し
み
と
か
苦
痛
の
意
で
は
な
い
。

 
 
本
稿
の
議
論
を
一
部
先
取
り
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
仏
教
に
お

 
 
け
る
苦
と
は
、
現
実
の
世
界
と
自
分
の
思
い
描
い
た
世
界
（
サ
ン
ス
カ
ー
ラ

 
 
し
た
世
界
）
と
の
問
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ

 
 
の
せ
い
で
現
実
の
世
界
が
自
分
の
思
い
通
り
（
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
の
通
り
）
に

 
 
な
ら
な
い
こ
と
を
指
す
。

（
9
）
旨
ぢ
評
厳
9
費
葵
毒
言
ω
鋤
ヨ
喜
。
ミ
ω
普
ぴ
鋤
日
ω
朔
日
写
鋤
轟
。
鋤
8
昌
倒
鉱

 
 
鋤
賓
鋤
目
Φ
犀
鋤
コ
⊆
O
鋤
ω
ω
帥
コ
鋤
＼
ω
9
ぢ
貯
げ
鋤
感
p
鋤
ロ
酷
く
①
＜
愛
戯
ω
①
ω
餌
≦
感
ひ
q
鋤
巳
『
o
α
ゴ
鋤

 
 
口
、
讐
け
三
韓
蝿
細
評
ず
器
ω
餌
ω
①
日
σ
げ
鋤
く
。
菖
餌
団
二
日
山
杖
追
思
昌
⊆
b
器
ω
①
p
鋤
＼
＼
Φ
＜
①
日

 
 
ω
鋤
爆
撃
鋤
血
く
①
く
讐
鋤
ロ
ニ
O
鋤
ω
ω
言
。
 
評
げ
。
 
σ
三
評
障
げ
①
＜
①
 
び
窪
評
評
げ
二
昌
。

 
 
①
O
O
鋤
白
讐
寅
ω
ω
鋤
理
9
1
b
ぎ
O
づ
①
匡
8
け
富
ω
ω
鋤
く
畔
鋤
『
讐
○
α
＜
ぎ
コ
餌
ぢ
℃
ゲ
巴
町

 
 
昌
鋤
ぢ
鋤
諏
識
讐
霞
餌
ぢ
℃
ゴ
巴
四
日
℃
鋤
骨
貯
①
日
吋
び
鋤
日
＼
＼
臼
雪
げ
①
〈
蝉
自
鋤
8
ヨ
①

 
 
鋤
諏
コ
鋤
＼
ω
讐
幽
く
鋤
＝
O
鋤
凸
ω
Φ
ω
①
①
山
門
ひ
q
9
1
8
津
鋤
口
＼
＼
こ
固
目
鋤
く
。
＄
ぴ
ゴ
曽
ひ
q
9
＜
鋤
＼

 
 
三
9
招
く
讐
く
鋤
ω
二
ひ
q
讐
○
①
9
鋤
づ
餌
鑓
ぢ
。
富
α
p
。
＜
o
＄
ω
讐
毎
9
1
＼
＼

 
 
 
賓
①
信
脚
厳
。
凶
α
＝
評
犀
げ
①
ぢ
ω
①
ヨ
ぴ
『
o
口
ω
p
び
び
七
日
ω
鋤
日
評
げ
騨
9
0
鋤
8
鋤
《
鋤
＼

 
 
ω
四
ヨ
評
げ
9
1
『
鋤
昌
鋤
ヨ
巳
『
O
亀
ゴ
①
昌
9
昌
．
讐
砕
匡
鳥
二
評
評
げ
餌
ω
ω
鋤
ω
鋤
ヨ
σ
げ
蝉
く
O
＼
＼
（
刈
ω
一
）

 
 
 
①
曲
目
叫
α
冒
鋤
く
鋤
。
8
諏
簿
く
羊
蹄
信
心
犀
げ
①
ぢ
ω
鋤
ぢ
喜
鋤
轟
℃
碧
S
く
倒
＼
◎
。
曽
げ
σ
甲

 
 
ω
9
日
評
げ
9
1
轟
ω
四
∋
市
田
倒
ω
鋤
骨
諏
9
1
《
蝉
二
弓
舘
。
穿
騨
ロ
聾
＼
①
＜
四
日
α
¢
評
評
げ
①
評
評
げ
①
《
○

 
 
げ
。
口
Φ
富
雲
量
讐
く
9
1
＜
①
碧
羅
①
書
目
ぢ
＼
＼
（
刈
ω
b
O
）

 
 
 
ω
鋤
目
ヨ
鋤
α
亀
①
ω
鋤
く
a
鋤
ひ
Q
二
昌
。
ω
騨
目
ヨ
鋤
鎚
①
諏
諏
9
1
《
国
0
9
⇔
9
鼠
＼
第
三
び
げ
二
団
団
①

 
 
ヨ
鋤
轟
ω
蝉
ぢ
団
。
ひ
q
蝉
ぢ
昌
鋤
ひ
q
鋤
8
げ
①
口
鉱
〇
二
づ
鋤
び
σ
げ
鋤
く
鋤
ロ
瓜
＼
＼
（
記
ω
）
（
留
一
お
・

 
 
㎝
山
お
●
ド
①
）

 
 
 
パ
ー
リ
語
は
中
期
イ
ン
ド
語
（
］
≦
等
色
Φ
ぎ
臼
。
）
に
属
す
る
俗
語
（
プ
ラ

 
 
ー
ク
リ
ッ
ト
勺
轟
胃
津
く
O
鼠
耳
富
）
の
一
つ
で
あ
り
、
ス
リ
ラ
ン
カ
や
東
南

 
 
ア
ジ
ア
諸
国
に
伝
わ
る
南
伝
仏
教
の
聖
典
記
述
語
・
共
通
語
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
パ
ー
リ
語
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
水
野
ロ
㊤
留
自
門
評
H
㊤
O
幽
ま
］
を
参
照
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さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
こ
の
派
生
に
よ
っ
て
、
サ
ン
ス
カ
ー
ラ
を
〈
平
家
物
語
的
〉
に
「
世
の
中
の

 
 
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
と
解
釈
す
る
こ
と
の
正
当
性
が
生
じ
る
の
だ
が
、
注
意
す

 
 
べ
き
は
、
こ
の
場
合
の
「
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
」
は
「
サ
ン
ス
カ
ー
ラ

 
 
を
発
動
し
た
人
物
が
主
体
的
に
捉
え
た
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
世
界
」
で
あ

 
 
っ
て
、
客
観
的
な
世
界
観
察
を
前
提
と
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ

 
 
れ
は
世
界
を
客
観
的
な
観
察
対
象
と
捉
え
が
ち
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
思
想
に

 
 
お
い
て
は
世
界
を
完
全
に
客
体
視
す
る
こ
と
の
方
が
む
し
ろ
稀
で
あ
る
。

（
1
1
）
巳
蔓
P
①
監
理
蝉
（
パ
ー
リ
語
で
は
そ
れ
ぞ
れ
巳
o
o
P
鋤
巳
6
0
9
）
の
語
義
に
つ

 
 
い
て
は
、
§
ミ
ミ
ト
。
ρ
罐
『
“
、
毯
ω
㎝
切
“
Ω
6
H
刈
一
“
雲
井
ロ
㊤
零
”

 
 
罐
よ
◎
ミ
O
］
を
、
巳
蔓
餌
の
語
源
に
つ
い
て
は
出
舘
9
［
H
霧
㊤
］
を
参
照
し

 
 
た
。

（
1
2
）
輪
廻
は
人
々
の
過
去
・
現
在
・
未
来
の
あ
り
方
に
関
わ
る
形
而
上
学
的
観
念

 
 
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
考
察
を
放
棄
し
た
釈
尊
が
輪
廻
の
観
念
と
ど
の
よ
う

 
 
に
向
き
合
っ
て
い
た
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼

 
 
の
こ
と
ば
（
仏
教
）
を
受
け
取
っ
た
人
々
は
、
イ
ン
ド
社
会
に
暮
ら
し
て
イ

 
 
ン
ド
一
般
の
思
想
の
影
響
下
に
あ
っ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
人
た

 
 
ち
に
向
っ
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
間
で

 
 
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
の
用
法
が
、
そ
の
社
会
一
般
に
お
け
る
用
法
と
無
関
係

 
 
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
と
ば
と
い
う
も
の
は
文
脈

 
 
の
中
で
働
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
脈
を
形
成
す
る
も
の
こ
そ
、
思
想
そ
し

 
 
て
社
会
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
1
3
）
「
生
滅
を
繰
り
返
す
世
界
」
と
し
て
の
輪
廻
の
特
質
を
表
明
し
て
い
る
用
例

 
 
を
、
イ
ン
ド
の
バ
イ
ブ
ル
と
呼
ば
れ
る
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー

 
 
切
葵
ミ
譜
§
』
か
ら
引
用
し
て
紹
介
し
て
お
く
。

 
 
 
 
 
一
9
1
富
ω
冨
ぼ
自
寓
＝
＜
o
ヨ
州
な
霞
α
げ
轟
く
四
日
冨
⇒
ヨ
鋤
琶
昏
鋤
只
只
S
＼

 
 
 
 
鼠
ω
目
鋤
α
賞
美
ユ
げ
倒
置
Φ
、
詳
冨
昌
鋤
薯
鋤
日
⑩
o
α
ε
日
鋤
｝
①
ω
く
＼
（
b
口
臭

 
 
 
 
N
・
ミ
）

 
 
 
 
 
「
生
ま
れ
た
者
に
は
死
は
必
定
で
あ
り
、
死
ん
だ
者
に
は
生
が
必
定
で

 
 
 
 
あ
る
。
そ
れ
故
、
不
可
避
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
君
は
嘆
い
て
は
な
ら

 
 
 
 
な
い
。
」

（
1
4
）
こ
の
こ
と
は
、
鋤
巳
主
監
が
、
輪
廻
を
通
じ
て
変
移
し
な
い
早
筆
鋤
な
ア
ー
ト

 
 
マ
ン
と
は
卑
湿
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
確
か
め
ら
れ
る
。

（
1
5
）
鋤
巳
8
倒
く
讐
自
。
ω
鋤
日
評
げ
鋤
感
⊆
O
づ
鋤
血
餌
く
鋤
《
鋤
血
ゴ
蝉
ヨ
ヨ
ヨ
○
＼
ニ
ロ
O
鋤
U
旨
く
鋤
巳
憎
ε
-

 
 
甘
鋤
昌
口
（
b
≧
，
一
一
．
一
昭
●
○
。
1
㊤
）

（
1
6
）
四
法
印
の
う
ち
「
身
祝
寂
静
」
を
除
い
た
三
つ
に
関
す
る
定
型
的
説
明
文
と

 
 
な
っ
て
い
る
。

 
 
 
昌
0
9
日
び
げ
貯
評
げ
鋤
く
①
鋤
巳
8
二
日
＼
く
帥
α
①
巳
8
日
日
鐙
日
置
⊆
吋
『
び
白
日
＼

 
 
《
鋤
'
3
匹
⊆
貯
閃
げ
蝉
ぢ
β
α
鋤
昌
鋤
ヰ
9
1
＼
《
餌
山
餌
昌
皇
。
簿
鋤
富
ぢ
づ
Φ
β
ヨ
ヨ
鋤
ヨ
鋤
器
ω
o

 
 
ゴ
①
ヨ
①
ω
ヨ
一
づ
鋤
ヨ
①
ω
o
心
事
口
＼
＼
①
＜
鋤
ヨ
①
富
無
く
鋤
寸
心
び
げ
口
鉦
日

 
 
ω
鋤
巨
目
鋤
b
O
飾
釦
ゆ
鋤
く
動
山
荘
重
心
σ
び
鋤
'
8
＼
＼
・
…
ω
鋤
》
吋
ゴ
冬
季
鋤
巳
8
鋤
・
'
…
《
鋤
亀

 
 
鋤
巳
8
鋤
日
8
日
血
二
愚
心
げ
鋤
日
＼
＜
中
日
α
⊆
閃
評
げ
四
日
8
α
餌
昌
卑
叶
9
1
＼
《
鋤
α
碧
碧
鼠

 
 
富
ぢ
コ
①
8
8
8
胴
長
曽
口
Φ
ω
o
げ
①
ヨ
鋤
ω
日
一
昌
鋤
日
①
ω
o
讐
什
9
1
鉱
＼
＼
①
＜
①
ヨ

 
 
①
8
日
三
四
臼
鋤
び
げ
9
1
β
日
ω
鋤
ヨ
ヨ
①
O
O
鋤
諏
諏
鋤
く
四
α
露
骨
げ
鋤
び
び
簿
日
＼
＼
（
飽
く
一
一
一
●

 
 
旨
・
ω
山
①
）

（
1
7
）
訳
出
に
際
し
て
は
、
先
の
五
妾
説
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
考
慮
に
入

 
 
れ
た
。

 
 
 
ω
①
σ
び
Φ
ω
自
。
琶
評
び
鋤
感
①
巳
8
鋤
叶
一
賓
四
α
鋤
O
鋤
諏
識
鋤
《
鋤
O
鋤
ω
ω
讐
く
①
け
げ
◎

 
 
巳
ぴ
σ
ヨ
α
讐
剛
α
二
評
評
ゴ
Φ
①
ω
鋤
ヨ
9
ひ
q
ひ
q
o
≦
ω
二
血
α
ぼ
賓
9
1
＼
＼
（
卜
。
ミ
）

 
 
 
ω
鋤
び
び
①
ω
餌
ぢ
遂
げ
昼
鳶
α
二
巴
評
げ
鋤
梓
一
く
鋤
α
鋤
O
鋤
コ
諏
9
1
団
餌
℃
①
ω
ω
①
口
＼
鋤
昏
①

 
 
巳
σ
び
ぎ
α
簿
圃
α
ロ
評
評
げ
①
Φ
ω
鋤
ヨ
鋤
ひ
q
ひ
q
o
≦
ω
二
α
α
霞
《
鋤
＼
＼
（
b
。
刈
Q
Q
）

 
 
 
ω
鋤
び
び
①
α
ゴ
鋤
ヨ
ヨ
鋤
鋤
逆
撃
鼠
混
和
鋤
ユ
倒
b
鋤
諏
コ
鋤
賓
蝉
O
蝉
ω
ω
鋤
口
＼
鋤
9
⇔

 
 
巳
び
σ
ぎ
α
暮
同
α
二
評
評
び
①
①
ω
四
日
目
ひ
q
σ
q
o
≦
ω
二
α
α
げ
ぐ
鋤
＼
＼
（
卜
。
謬
）
（
b
ミ
）
刈
Q
。
・
一
よ
）

（
1
8
）
四
面
8
鋤
く
湯
口
ω
鋤
骨
貯
財
縛
9
1
＝
O
℃
鋤
血
①
＜
鋤
団
鋤
亀
ず
鋤
ヨ
ヨ
冒
○
＼
⊆
O
b
鋤
ご
臨
く
鋤
巳
【
ε
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旨
蝉
p
口
9
ω
四
日
く
9
0
器
鋤
日
。
ω
¢
評
げ
。
＼
＼
（
b
≧
旨
嵩
S
o
。
め
）

 
 
 
先
の
註
1
5
と
同
一
箇
所
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
漢
訳
の
「
諸
行
無
常
、
是

 
 
生
滅
法
、
生
滅
滅
已
、
寂
滅
為
楽
。
」
は
古
来
「
雪
山
偶
」
と
呼
ば
れ
、
伊
呂

 
 
波
歌
（
色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る
を
、
我
が
世
誰
ぞ
常
な
ら
む
。
有
為
の
奥
山

 
 
今
日
越
え
て
、
浅
き
夢
見
じ
酔
ひ
も
せ
ず
。
）
の
原
形
と
も
伝
え
ら
れ
て
い

 
 
る
。

（
1
9
）
帥
匪
鋤
叶
げ
。
び
げ
鋤
σ
q
四
く
9
1
び
げ
貯
評
び
O
鋤
ヨ
餌
ロ
8
匹
＼
＼
げ
鋤
旨
亀
9
創
9
1
三
び
げ
貯
犀
げ
鋤
く
①

 
 
鋤
ヨ
鋤
昇
①
団
倒
目
一
 
く
。
＼
 
＜
餌
く
①
α
げ
蝉
目
ヨ
鋤
 
ω
蝉
ぢ
吋
プ
9
1
「
9
1
＼
 
餌
喝
O
鋤
ヨ
鋤
α
Φ
口
鋤

 
 
ω
四
ヨ
づ
鋤
α
Φ
匪
鋤
鉱
＼
＼
餌
蜜
鋤
日
畠
匪
鋤
ひ
q
讐
鋤
ω
ω
髄
b
鋤
8
匡
日
鋤
く
鋤
畠
＼
＼
（
睾
出
●

 
 
一
呂
・
ω
H
山
㎝
①
●
も
◎
）

「諸行無常」再考

（
イ
ン
ド
哲
学
仏
教
学
）
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