
こ
の
十
二
縁
起
説
は
縁
起
説
を
形
成
史
的
に
眺
め
る
と
、
成
立
は
遅
い
と
い
う
の
が
定
競
で
あ
る
．
た
し
か
に
「
こ
れ
あ
る
と
き
ｌ
」

の
定
型
句
と
関
連
す
る
し
、
支
分
の
解
説
が
あ
る
の
は
多
く
は
こ
の
十
二
縁
起
説
で
あ
る
か
ら
、
種
々
雑
多
な
縁
起
説
の
総
ま
と
め
的
な

位
置
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
阿
毘
達
磨
佛
教
に
な
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
縁
起
説
が
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
、
縁
起
説

と
言
え
ば
こ
の
十
二
縁
起
を
さ
す
の
で
あ
る
か
ら
、
縁
起
説
即
十
二
縁
起
と
し
て
定
着
す
る
の
は
阿
毘
達
磨
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
い
な
が
ら
こ
の
十
二
縁
起
説
が
現
実
に
残
さ
れ
た
原
始
佛
教
経
典
の
縁
起
説
を
代
表
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
こ
の
十
二
縁
起
説
の
説
か
ん
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
す
で
に
何
度
も
書
い
た
よ
う
に
、
苦
し
み

原
始
仏
教
の
［
縁
起
説
］
と
‐

形
成
さ
れ
る
可
能
性
が
存
し
た
。

起
説
が
現
実
に
存
在
す
る
。
し
〈

ま
で
も
な
く
十
二
縁
起
で
あ
る
。

十
二
縁
起
説
に
つ
い
て

縁
起
と
縁
起
説
〔
下
〕

と
し
て
は
、
有
為
を
構
成
す
る
「
法
」
と
「
法
」
の
関
係
と
い
う
範
囲
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
縁
起
説
が

た
。
こ
の
よ
う
な
可
能
性
の
元
に
、
原
始
佛
教
聖
典
に
は
、
未
だ
定
型
化
さ
れ
て
い
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
縁

し
か
し
な
が
ら
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
縁
起
説
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
定
型
化
が
進
ん
だ
縁
起
説
は
、
言
う

森
章
司
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ま
た
こ
の
十
二
縁
起
説
の
構
造
を
分
析
す
れ
ば
、
阿
毘
達
磨
佛
教
も
言
う
よ
う
に
惑
Ｉ
業
Ｉ
共
】
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
『
倶
舎

（
１
）
（
２
）

論
」
巻
九
は
、
十
二
の
支
分
が
あ
る
と
し
て
も
「
惑
」
と
「
業
」
と
「
事
」
の
三
に
ま
と
ま
る
と
い
い
、
ま
た
巻
十
で
は
、
「
諸
々
の
縁
起

を
略
し
て
立
て
て
三
と
な
す
。
い
わ
く
、
煩
悩
と
業
と
異
熟
果
の
事
と
な
り
」
と
い
う
。
中
村
元
氏
は
原
始
経
典
の
中
で
偶
文
で
書
か
れ

た
も
の
が
散
文
よ
り
古
い
と
い
う
資
料
観
を
も
っ
て
、
そ
の
思
想
的
発
展
に
関
す
る
画
期
的
な
成
果
を
上
げ
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
見
方

か
ら
「
『
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
』
の
や
や
新
し
い
層
で
は
縁
起
（
ロ
畳
、
８
困
日
匡
已
風
目
）
と
い
う
語
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
は
業

（
３
）

と
そ
の
果
報
と
の
関
係
の
理
法
を
縁
起
と
呼
ん
で
い
る
、
ら
し
い
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
仏
教
の
発
生
に
近
い
時
点
か
ら
縁
起
は
業
と
そ

の
果
報
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
惑
上
菜
Ｉ
苦
と
い
う
基
本
構
造
が
決
し
て
後
世
の
発
展
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
い
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
苦
と
そ
の
原
因
を
さ
ぐ
り
、
原
因
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
解
決
を
計
る
と
い
う
構
造
は
四
（
４
）

諦
説
と
共
通
す
る
。
シ
ｚ
・
“
’
＠
］
は
四
諦
の
集
諦
が
十
二
縁
起
の
生
起
門
に
あ
た
り
、
滅
諦
が
十
二
縁
起
の
還
滅
門
に
当
た
る
と
し
て
い
る

し
、
十
二
縁
起
が
四
諦
の
形
式
を
借
り
て
説
か
れ
る
資
料
も
多
い
こ
と
は
、
縁
起
の
資
料
整
理
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
別
に
発
表
し
た

こ
と
の
あ
る
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
四
諦
説
ｌ
そ
の
資
料
整
理
」
（
『
大
倉
山
論
集
」
第
一
○
輯
大
倉
精
神
文
化
研
究
所
昭
和
四
七
年

（
５
）

三
月
）
に
お
い
て
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
た
の
三
・
］
、
－
画
『
で
は
こ
の
後
に
、
「
こ
の
よ
う
に
縁
を
知
り
（
ロ
四
・
８
百
ョ
目
］
冒
菖
）
、
縁

起
を
知
り
（
ｇ
ｏ
８
百
ｍ
山
日
且
旦
ロ
ョ
ロ
煙
一
四
コ
目
）
、
縁
滅
を
知
り
（
己
四
・
８
百
己
『
・
・
訂
ョ
圓
習
四
三
）
、
縁
滅
に
お
も
む
く
道
を
知
る
（
己
四
○
ｓ
，

が
ど
の
よ
う
に
発
生
し
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
裏
に
あ
る
こ
の
苦
し
み
を
ど
う
す
れ
ば
解
決
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
十
二
縁
起
の
支
分
が
「
老
死
」
の
発
生
と
、
「
老
死
」
の
減
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
、
十
二
縁
起
説
が
「
こ
の
よ
う
に
こ

れ
ら
諸
々
の
苦
し
み
が
集
ま
り
起
こ
る
」
あ
る
い
は
「
減
す
る
」
と
い
う
文
章
に
よ
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
主
題
は
他
の
十
二
縁
起
と
し
て
定
型
化
さ
れ
な
い
縁
起
説
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
、
資
料
整
理
に
お

か
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
主
題
は
他
（

い
て
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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百
口
】
『
・
ロ
宮
、
山
曰
】
ヨ
ョ
ロ
畳
己
且
“
ヨ
ロ
＆
目
：
）
」
と
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
四
諦
説
の
な
か
に
縁
起
説
が
、
あ
る
い
は
縁
起
説
の
中
に
四
諦

（穴０）

説
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

｜
方
、
縁
起
説
と
無
常
・
苫
・
無
我
説
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
明
言
さ
れ
る
資
料
の
な
い
こ
と
は
三
枝
氏
が
指
摘
さ
れ
る
と

（【ｌ）

お
り
で
あ
る
。
Ｊ
じ
っ
と
も
無
常
・
苦
・
無
我
説
は
苦
（
－
無
常
Ⅱ
無
我
）
と
い
う
現
実
の
在
り
様
を
直
視
す
る
こ
と
を
勧
め
た
教
説
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
主
題
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
も
す
で
に
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
（
「
原

（、５）

始
仏
教
に
お
け
る
無
常
・
苦
・
無
我
説
」
）
、
単
に
無
常
・
苔
・
無
我
と
い
う
部
分
だ
け
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
後
の
文
章
を
４
℃

含
め
て
、
こ
れ
を
大
き
な
教
説
と
し
て
捉
え
る
と
こ
れ
ま
た
十
二
縁
起
の
よ
う
な
構
造
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

こ
の
よ
う
に
四
諦
説
と
無
常
・
苦
・
無
我
説
が
主
題
と
し
た
苦
と
そ
の
解
決
を
、
し
た
が
っ
て
原
始
仏
教
の
教
説
全
体
が
主
題
と
し
た

も
の
を
、
十
二
縁
起
も
主
題
と
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
別
に
他
意
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
第
一

項
に
述
べ
た
ご
と
く
、
四
諦
や
無
常
・
苦
・
無
我
は
真
実
と
把
握
さ
れ
て
、
こ
れ
を
如
実
知
見
す
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
た
が
、
十
二
縁
起

説
は
も
の
の
見
方
・
仏
教
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
「
縁
起
」
と
い
う
理
法
を
根
底
に
持
つ
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
が
目
の
前
に
「
あ

る
」
、
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
真
実
と
し
て
は
示
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
如
実
知
見
せ
よ
と
勧
め
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に

な
お
、
十
二
縁
起
は
苦
し
み
の
生
起
を
示
す
「
生
起
門
」
と
、
苦
し
み
の
解
決
を
示
す
「
還
滅
門
」
と
が
対
と
な
っ
て
示
さ
れ
る
の
が

普
通
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
「
有
為
」
と
し
て
の
苦
し
み
の
世
界
を
「
生
起
門
」
が
説
き
、
「
無
為
」
と
し
て
の
悟
り
の
世
界
を
「
還
滅
門
」

が
説
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
十
二
縁
起
説
以
外
の
縁
起
説
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
「
生
起
門
」
と
「
還
滅
門
」
が
パ
ラ
レ
ル
に
対
応
し

な
い
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
六
根
と
六
処
と
か
ら
識
が
生
じ
、
こ
れ
か
ら
触
・
受
・
愛
が
生
じ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
識
や
触
・

受
は
減
せ
ず
、
愛
以
降
が
減
す
る
と
い
う
よ
う
な
形
と
な
っ
て
い
る
し
、
ご
く
特
殊
な
形
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
悟
り
ま
で
生
起
の
関
係

る
」
、
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
壱

違
い
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
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（
９
）

で
一
不
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
還
滅
門
」
は
存
在
し
な
い
。

あ
る
い
は
こ
れ
は
、
基
本
的
な
縁
起
の
範
鴫
か
ら
外
れ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も
、
縁
起
説
に
は
多

様
な
も
の
が
あ
り
う
る
と
い
う
証
拠
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
『
婆
沙
論
」
巻
二
三
で
は
、
識
に
縁
と
な
る
色
々
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
次
の

よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
行
が
識
の
縁
と
な
る
」
と
い
う
場
合
は
業
の
差
別
を
説
く
た
め
で
あ
り
、
「
名
色
が
識
に
縁
と
な
る
」

と
い
う
場
合
は
、
識
住
の
差
別
を
説
く
た
め
で
あ
り
、
「
根
と
境
の
二
縁
が
識
に
縁
と
な
る
」
と
い
う
場
合
は
、
所
依
・
所
縁
の
差
別
を
説

こ
の
よ
う
に
縁
起
説
は
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
か
ら
説
か
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
業
の
差
別
と
い
う
視
点
か
ら
縁
起
説
が
説
か

れ
る
場
合
は
、
苫
が
減
す
る
た
め
に
は
当
然
惑
が
も
と
と
な
っ
た
業
も
減
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
業
を
縁
と
し
て
生
じ
る
識

も
減
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
識
住
の
差
別
や
、
所
依
・
所
縁
の
差
別
を
視
点
と
し
て
縁
起
が
説
か
れ
る
場
合
は
、
「
識
」
や

「
触
」
「
受
」
な
ど
は
減
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
老
死
な
ど
の
苦
に
ま
で
結
び
付
け
ら
れ
る
と
、
「
受
」

を
縁
と
し
て
生
じ
る
「
愛
」
は
、
苦
の
直
接
原
因
で
あ
る
か
ら
、
苦
の
減
す
る
場
合
は
、
こ
の
「
愛
」
以
降
は
減
す
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
十
二
縁
起
が
無
明
を
根
源
と
し
て
、
普
通
は
こ
れ
の
因
縁
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
の
は
不
可
解
で
あ
る
（
Ⅱ
）

と
か
、
注
釈
経
に
お
い
て
「
無
明
」
が
四
諦
の
不
知
と
定
義
さ
れ
る
の
は
、
教
理
上
の
自
己
撞
着
で
あ
る
と
い
わ
れ
た
り
す
る
｝
」
と
が
あ

（
Ⅲ
）

く
た
め
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

る
｡

（
皿
）

も
っ
と
も
い
く
つ
か
の
経
に
お
い
て
は
、
無
明
の
根
源
に
「
漏
」
が
牲
型
正
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
以
上
の
問
題
が
解
決
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
十
二
縁
起
説
は
迷
い
の
存
在
（
有
）
の
あ
り
方
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
苦
し
み

の
根
源
を
実
妹
肱
叩
に
、
あ
る
い
は
哲
学
的
に
追
及
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
必
ず
し
も
そ
の
第
一
原
因
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
も
も
し
第
一
原
因
の
よ
う
な
も
の
を
堆
廻
正
す
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
す
で
に
［
得
唾
匹
］
で
は
な
く
、
辺
見
の
一
つ
に
な
っ
て
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し
ま
っ
て
、
中
道
の
立
場
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
起
こ
す
こ
と
目
体
が
、
仏
教
的
な
も
の
の
見
方
、
立
場
で
は
な

い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
仏
教
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
い
か
な
る
辺
見
か
ら
も
脱
し
て
、
「
あ
る
が
ま
ま
」
た
る
真
実
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
知
見
し
、
無

分
別
智
を
得
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
四
諦
説
で
あ
り
、
四
諦
説
を
如
実
知
見
で
き
な
い
の
が
「
無
明
」
で
あ
る
か

ら
、
苦
し
み
の
根
源
に
四
諦
の
無
知
・
無
明
が
措
定
さ
れ
る
と
い
う
の
も
ご
く
自
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
も
し
無
明
の
説

明
に
ｇ
呂
颪
日
日
②
四
日
具
百
ヨ
の
一
面
・
富
日
日
且
①
の
目
凹
た
る
四
識
を
知
ら
な
い
こ
と
以
外
の
、
無
明
を
解
決
す
る
何
物
か
を
設
定

す
る
と
す
る
な
ら
、
原
始
佛
教
は
そ
れ
こ
そ
不
了
義
の
教
え
と
し
て
非
難
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
十
一
一
縁
起
に
関
す
る
一
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
一
言
し
た
が
、
筆
者
が
十
一
一
の
支
分
の
一
々
の
解
釈
と
こ
の
全
体
を
ど
う
理
解
す

べ
き
と
考
え
て
い
る
か
を
示
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
無
明
」
と
は
前
述
の
よ
う
に
、
四
諦
に
代
表
さ
れ
る
「
あ
る
が
ま
ま
」
た
る
真
実
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
知
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

逆
に
言
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
先
人
見
や
偏
見
に
補
わ
れ
て
分
別
に
迷
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
行
」
は
行
為
の
モ
チ
ー
フ
す
な
わ
ち
意

志
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
志
は
先
人
見
や
偏
見
に
捕
わ
れ
る
と
い
う
も
の
の
見
方
考
え
方
に
根
犀
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
意
志
か

ら
生
じ
る
精
神
作
用
は
す
べ
て
分
別
と
い
う
相
対
的
認
識
を
伴
う
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
潜
在
的
な
認
識
能
力
を
「
識
」
と
い
う
。

「
名
色
」
は
こ
の
よ
う
な
認
識
の
対
象
た
る
物
の
世
界
と
抽
象
的
な
世
界
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
潜
在
能
力
と
、
認
識
の

対
象
と
、
感
覚
機
関
た
る
「
六
入
」
の
三
者
が
互
い
に
関
係
し
合
っ
て
具
体
的
な
認
識
作
用
を
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
三
者
が
働
き

合
う
こ
と
を
「
触
」
と
い
う
。
こ
う
し
て
本
当
の
智
慧
で
は
な
い
分
別
智
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
認
識
作
用
が
続
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
精
神

作
用
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
苦
楽
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
相
対
的
な
感
覚
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
が
「
受
」
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
楽
し
い
も
の
は
手
に
入
れ
、
苦
し
い
も
の
か
ら
は
遠
ざ
か
り
た
い
と
願
う
の
は
人
情
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
愛
」
で
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と
こ
ろ
が
「
あ
る
が
ま
ま
」
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
如
実
知
見
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
れ
を
も
と
に
し
て
起
こ
る
意
志
も
認
識
も
、

先
人
見
や
偏
見
に
迷
わ
さ
れ
な
い
無
分
別
な
も
の
と
な
る
か
ら
、
対
象
や
感
覚
機
関
と
働
き
合
っ
て
生
じ
る
認
識
や
精
神
作
用
も
、
苦
や

楽
と
い
う
相
対
的
に
分
別
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
こ
れ
を
越
え
た
真
実
た
る
無
常
・
苦
・
無
我
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、

こ
れ
を
厭
離
す
る
と
い
う
心
が
起
こ
っ
て
、
愛
を
離
れ
執
着
を
離
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
生
存
の
原
理
が
超
克
さ
れ
、
再
び
こ
の

世
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
き
て
、
生
老
死
を
繰
り
返
す
こ
と
は
な
く
、
輪
廻
の
苦
し
み
は
解
決
さ
れ
る
。

以
上
が
筆
去
る
、
十
二
縁
起
説
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。

（
１
）
’
三
丁
表

あ
る
が
、
識

よ
う
に
、
〈

い
で
い
る
。

終
ら
な
い
。

（
２
）
二
丁
表

（
３
）
『
原
始
佛
教
の
思
想
」
下
頁
六
七
。
『
清
浄
道
論
』
は
（
ロ
．
、
一
ｍ
）
、
「
老
死
等
の
諸
法
の
縁
相
（
ｇ
ｎ
８
百
一
四
房
目
口
四
）
が
縁

起
で
あ
り
、
苦
と
連
結
す
る
の
が
味
で
あ
り
（
目
算
颪
ロ
５
口
目
冨
口
、
国
②
四
）
、
邪
道
が
生
起
（
百
日
日
四
ｍ
ｍ
：
■
Ｃ
２
℃
農
‐

一
息
目
）
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
４
）
ぐ
○
一
．
ロ
ロ
」
。

／へ／■、〆■、

６５４
、.ン、-'、‐’

普
通
そ
れ
で
は
終
わ
ら
な
い
。
こ
の
願
い
を
何
が
な
ん
で
も
成
就
し
た
い
と
い
う
の
が
「
取
」
で
あ
る
。
我
々
の
人
生
は
こ
の

分
別
智
か
ら
生
じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
生
存
原
理
を
く
つ
が
え
す
こ
と
が
で
き
な

・
こ
れ
が
「
有
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
生
」
や
「
老
死
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
輪
廻
が
続
く
こ
と
に
な
り
、
苦
し
み
は

ぐ
○
房
目

頁
二
こ

ぐ
○
一
・
口

□
・
一
山
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ま
ず
縁
起
が
如
来
の
出
世
不
出
世
に
関
わ
り
の
な
い
真
理
で
あ
る
と
い
う
特
性
と
、
甚
深
難
解
で
説
く
こ
と
さ
え
踊
踏
さ
れ
る
と
い
う

特
性
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
特
性
に
共
通
す
る
の
は
、
縁
起
を
理
法
（
＆
四
日
目
）
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ

を
も
っ
と
も
端
的
に
表
わ
す
の
が
、
「
縁
起
を
見
る
も
の
は
法
を
見
る
、
法
を
見
る
も
の
は
縁
起
を
見
る
（
竜
・
己
呂
・
日
の
四
日
５
日
目
ョ

（
１
）

目
の
閏
ご
Ｓ
Ｑ
訂
白
日
四
ヨ
ロ
ロ
脇
四
三
》
二
・
○
ゴ
ロ
ョ
ョ
ロ
ョ
ロ
四
⑪
８
（
】
の
。
□
畳
。
８
８
日
巨
己
日
：
ヨ
ロ
四
⑰
の
四
二
）
」
と
い
う
句
で
あ
る
。

す
で
に
筆
者
）
の
言
う
［
縁
起
］
と
［
縁
起
説
］
の
意
味
と
、
そ
の
関
係
の
あ
ら
か
た
は
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
従
来
の
学
説
と
は

必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
も
う
少
し
細
か
な
資
料
も
提
示
し
て
、
い
く
ら
か
詳
し
く
考
察
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
で

あ
ろ
う
。
前
項
で
は
［
縁
起
説
］
た
る
十
二
縁
起
説
に
つ
い
て
詳
述
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
理
法
た
る
［
縁
起
］
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る

べ
き
か
を
述
べ
て
み
た
い
。

（
、
）
大
正
二
七
頁
二
九
下

（
ｕ
）
和
辻
哲
郎
『
原
始
佛
教
〔

（
皿
）
資
料
整
理
頁
二
二

（
７
）
『
初
期
佛
教
の
思
想
』
頁
四
七
八

（
８
）
『
東
洋
学
研
究
』
八
東
洋
大
学
東
洋
学
研
究
所
一
九
七
四
年
三
月

（
９
）
拙
稿
「
縁
起
の
減
に
つ
い
て
」
（
「
仏
教
研
究
』
一
四
国
際
佛
教
徒
協
会
一
九
八
四
年
一
二
月
）
、
「
縁
起
の
減
と
悟
り
の
縁

起
」
（
『
東
洋
学
研
究
』
二
七
東
洋
大
学
東
洋
研
究
所
平
成
四
年
三
月
）
参
照

和
辻
哲
郎
『
原
始
佛
教
の
実
践
哲
学
』
頁
三
六
三

資
料
整
理
頁
二
二

原
始
仏
教
に
お
け
る
「
縁
起
」
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そ
れ
で
は
な
ぜ
理
法
（
昌
四
ョ
：
）
と
し
て
の
縁
起
は
甚
深
難
解
で
あ
り
、
説
く
こ
と
が
蹟
曙
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
度
も
書
い
て

き
た
よ
う
に
、
佛
教
の
教
え
の
基
本
は
「
あ
る
が
ま
ま
」
の
真
実
を
如
実
に
知
見
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
真
実
は
「
こ

れ
」
と
か
「
そ
れ
」
と
指
し
示
す
こ
と
の
で
き
る
目
の
前
に
「
あ
る
」
も
の
で
、
現
象
と
し
て
の
事
実
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
有
部
阿

毘
達
磨
に
お
い
て
は
、
智
慧
は
四
諦
十
エ
ハ
行
柏
旧
と
か
三
転
十
二
一
、
相
と
ま
と
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
姿
を
表
わ
す
「
相
（
蝕
颪
『
四
）
」
と
し
て
示

さ
れ
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
理
法
と
し
て
の
昌
口
ヨ
ョ
ロ
は
「
こ
れ
」
と
か
「
そ
れ
」
と
指
し
示
す
こ
と
の
で
き
る
、
眼
前
に
あ
る
具

体
的
な
事
実
で
は
な
く
、
ま
た
「
相
」
と
表
現
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
こ
こ
が
ま
ず
四
諦
や
無
常
・
苦
・
無
我
と
は
大
き
く
異
な
る
。

ま
た
［
縁
起
］
は
「
中
道
」
と
と
ら
え
ら
れ
た
。
同
時
に
中
道
は
八
正
道
と
さ
れ
る
か
ら
、
［
縁
起
］
は
八
正
道
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

中
道
や
八
正
道
は
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
仏
教
的
な
生
き
方
・
立
場
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
苦

楽
・
有
無
と
い
う
先
人
見
・
偏
見
を
避
け
、
相
対
的
な
分
別
を
超
越
す
る
と
い
う
立
場
、
い
う
な
れ
ば
立
場
の
な
い
立
場
な
の
で
あ
る
か

ら
、
言
語
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
日
本
に
お
け
る
「
よ
い
天
気
」
は
さ
ん
さ
ん
と
太
陽
が
ふ
り
そ
そ
ぐ
晴
れ
渡
っ
た
天
気
で
あ
る
の
に
、

（
２
）

エ
ジ
プ
ト
の
カ
イ
ロ
に
お
い
て
は
「
ど
ん
よ
り
し
た
曇
り
空
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
一
一
一
一
口
葉
は
す
で
に
先
人
見
の
固
ま
り
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
先
人
見
の
固
ま
り
で
あ
る
言
葉
で
、
立
場
の
な
い
立
場
を
説
明
す
る
こ
と
は
至
難
の
技
で
あ
る
。
そ
こ

で
縁
起
は
甚
深
難
解
と
さ
れ
、
説
法
を
麟
踏
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
［
縁
起
］
は
、
こ
れ
を
理
解
し
観
察
す
る
こ
と
は
通
常
の
凡
庸
な
も
の
に
は
難
し
い
、
仏
の
よ
う
な
特
定
の

資
質
を
有
す
る
も
の
の
占
有
物
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
、
こ
う
し
て
説
一
切
有
部
で
は
、
縁
起
現
観
は
仏
の
占
有
物
で
あ
る
と
さ
れ

（
３
）

る
よ
う
に
な
り
、
弟
子
た
る
声
聞
の
修
行
道
に
は
縁
起
は
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
傾
向
が
は
た
し
て
原
始
仏
教
経
典
に
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
原
始
佛
教
が
弟
子
た
る
声

聞
は
［
縁
起
］
の
理
法
、
な
い
し
は
［
縁
起
説
］
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
る
智
慧
を
得
ら
れ
な
い
と
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
阿
羅
漢
果
を
得
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ま
た
［
縁
起
説
］
が
智
慧
の
対
象
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
悟
り
を
得
た
と
い
う
資
料
を
紹
介
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
た

と
え
ば
の
三
・
］
、
ｌ
巴
（
く
○
一
・
ロ
ロ
・
巴
）
は
、
十
一
一
因
縁
を
老
死
か
ら
説
い
て
き
て
、
「
行
」
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

（
５
）

な
る
。

た
と
え
ば
、
［
縁
起
］
が
如
来
が
世
に
出
て
も
出
な
く
と
も
変
わ
ら
な
い
理
法
で
あ
る
と
す
る
文
章
に
は
、
「
も
ろ
も
ろ
の
如
来
は
こ
れ

を
覚
り
、
現
観
す
る
」
と
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
続
け
て
「
（
諸
々
の
如
来
は
）
こ
れ
を
覺
り
（
号
亘
⑪
四
日
す
且
三
一
く
四
）
、
こ
れ
を
現
観
し

て
（
：
三
田
曰
の
［
ご
山
）
、
述
べ
（
胃
弄
冨
呂
）
、
説
き
（
Ｑ
の
用
ご
）
、
知
ら
し
め
（
ロ
四
．
菌
己
の
ご
）
、
与
え
（
已
四
管
：
２
）
、
明
ら
か
に
し
（
ぐ
一
ぐ
四
『
日
一
）
、

（
４
）

分
別
し
（
ぐ
－
９
口
）
凹
二
）
、
明
瞭
に
し
て
（
貝
団
己
百
『
○
二
）
、
汝
ら
見
よ
（
Ｃ
四
冊
貝
冨
）
と
い
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
如
来
の
悟
っ
た
も

の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
弟
子
た
ち
に
こ
れ
を
悟
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
も
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
縁
起
が
甚
深
の
法
で
あ
る

と
す
る
資
料
で
は
、
阿
難
に
対
し
て
こ
の
法
（
旦
冒
ョ
：
）
を
悟
ら
な
い
（
：
目
呂
・
□
宮
口
ロ
ロ
畳
ご
○
。
ｇ
）
か
ら
有
情
は
輪
廻
に
迷
う
と
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
間
接
的
に
縁
起
の
法
が
悟
り
の
契
機
で
あ
り
、
こ
れ
を
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

る
と
い
う
可
能
性
が
な
い
と
説
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
有
部
阿
毘
達
磨
仏
教
に
つ
な
が
る
よ
う
な
も
の
が

存
し
た
｝
」
と
も
、
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
ま
ず
、
原
始
仏
』
教
が
必
ず
し
も
、
弟
子
た
る
声
聞
が
［
縁
起
］
の
理
法
を
観
察
す
る
可
能
性
を
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
嘗
釘
竹
を
紹
介
し
よ
う
。

「
彼
は
深
慮
し
つ
つ
（
ロ
ロ
ュ
ご
一
ヨ
ロ
ヨ
の
四
日
山
口
・
）
こ
の
よ
う
に
知
る
（
国
四
口
：
）
。
行
は
無
明
を
因
と
し
、
無
明
を
集
と
し
、
無
明
を
生
と

し
、
無
明
を
起
と
し
、
無
明
の
あ
る
と
き
行
あ
り
、
無
明
な
き
と
き
行
な
し
、
と
。
彼
は
行
を
知
り
（
国
四
コ
四
一
一
）
、
行
の
集
を
知
り
、

行
の
減
を
知
り
、
そ
れ
が
行
の
減
に
趣
く
道
で
あ
る
と
知
る
。
ｌ
‐
ｌ
中
略
Ｆ
Ｉ
Ｉ
そ
の
ゆ
え
に
比
丘
に
無
明
が
捨
て
ら
れ
、
明
が
生
じ
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浄
を
得
た
と
す
る
。
雑
阿
含
一

と
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
の
ｚ
・
閉
１
９
（
ご
・
一
・

ま
た
雑
阿
含
三
○
三
（
大
腿
二
頁
八
六
下
）
は
、
仏
が
「
こ
れ
あ
る
と
き
ｌ
」
の
定
型
句
と
十
二
縁
起
説
を
説
い
た
の
を
聞
い
て
遠
塵

離
垢
し
て
法
眼
浄
を
得
た
と
す
る
。
雑
阿
含
一
一
六
二
（
大
正
一
一
頁
六
七
上
）
も
説
者
は
阿
難
で
あ
る
が
、
聞
陀
比
丘
が
遠
塵
離
垢
し
て
法
眼

浄
を
得
た
と
す
る
。
雑
阿
含
三
四
七
（
大
正
一
一
頁
九
七
中
）
は
上
記
二
経
と
は
趣
き
が
変
わ
る
け
れ
ど
も
遠
塵
離
垢
し
て
法
眼
浄
を
得
た

ま
た
の
三
・
ｍ
ｍ
１
９
（
ご
・
一
・
こ
つ
．
笛
⑭
）
と
、
シ
三
・
ｓ
－
①
囚
（
ご
・
一
・
こ
つ
・
］
震
）
は
全
く
同
文
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
「
何
を
聖
な
る

理
法
（
四
１
百
．
山
冒
）
は
智
慧
に
よ
っ
て
よ
く
見
ら
れ
（
□
“
。
＆
百
ｍ
目
一
膏
・
）
、
よ
く
通
達
す
る
（
⑯
巨
冨
旨
ご
□
訂
）
と
す
る
か
」
と
し
て
、

「
縁
起
を
よ
く
根
底
か
ら
作
意
す
る
（
日
ロ
。
Ｂ
の
：
巨
弓
且
ロ
ヨ
罠
の
ぐ
四
ｍ
且
百
百
ョ
里
・
己
の
・
己
目
凹
の
一
百
『
。
こ
）
」
こ
と
と
さ
れ
、
「
こ
れ
あ
る
と

き
Ｉ
」
の
定
型
句
と
十
二
縁
起
が
説
か
れ
る
．
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
は
積
流
果
で
あ
る
と
い
う
．

以
上
が
筆
者
の
収
集
し
え
た
、
『
縁
起
］
な
い
し
は
［
縁
起
説
］
が
智
慧
の
対
象
と
な
り
、
弟
子
た
る
声
聞
が
そ
れ
に
よ
っ
て
得
果
し
た
、

あ
る
い
は
得
果
す
る
と
す
る
全
資
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
必
ず
し
も
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
縁
起
の
覚
知
が
仏
の
占
有
物

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
十
分
な
証
左
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
四
諦
説
と
関
連
さ
せ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
比
丘
が
縁
起
説
を
知
っ
て
悟
り
（
阿
羅
漢
果
）
を
得
る
と
い
う
資
料
に
数
え
る
こ
と
が

る
。
彼
は
無
明
を
離
れ
（
昌
一
］
四
く
一
『
働
恩
）
、
明
が
生
じ
た
が
ゆ
え
に
、
福
行
（
已
巨
。
。
：
三
の
呂
六
颪
『
Ｐ
）
を
行
じ
る
こ
と
も
な
く
、
非
福

行
を
行
じ
る
こ
と
も
な
く
、
不
動
行
を
行
じ
る
こ
と
も
な
い
。
行
ぜ
ず
、
思
惟
す
る
こ
と
も
な
い
が
ゆ
え
に
、
世
間
に
お
い
て
何
物

に
食
籾
着
せ
ず
、
執
着
が
な
い
か
ら
悩
ま
ず
、
悩
ま
な
い
か
ら
自
ら
般
浬
盤
し
、
生
尽
き
、
梵
行
を
為
し
、
為
す
べ
き
こ
と
を
な
し

終
わ
っ
て
、
再
び
こ
の
世
界
に
戻
っ
て
こ
な
い
と
知
る
。
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ま
た
先
に
、
縁
起
が
「
如
実
知
見
」
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
百
ｓ
、
ウ
コ
ー

ニ
【
目
】
ロ
囚
一
目
目
と
い
う
文
脈
に
於
て
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
智
慧
を
表
わ
す
さ
ま
ざ
ま
な
用
語
に
よ
る
用
例
を
上
げ
る
と

す
れ
ば
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
数
例
を
パ
ー
リ
を
中
心
に
紹
介
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
縁
起
を
対
象
に
智
慧
を
働
か
せ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
先
に
紹
介
し
た
の
ｚ
・
ｍ
ｍ
ｌ
呂
・
少
三
・
ｓ
’
＠
画
と
同
様
に
『
目
目
の
一
六
，

山
『
・
口
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
の
三
・
］
画
Ｉ
』
（
ぐ
・
一
・
自
己
・
］
１
画
）
・
ｍ
ｚ
Ｂ
１
ｍ
（
ぐ
・
一
・
自
己
・
画
‐
←
）
・
の
ｚ
」
、
‐
召
（
ぐ
○
一
・
一
一
℃
．
①
、
）
・
の
ｚ
・

一
山
’
一
］
（
ご
Ｃ
一
・
百
℃
・
べ
っ
）
・
の
二
・
］
ｍ
Ｉ
ｓ
（
ぐ
○
一
・
国
己
・
の
⑰
）
が
こ
れ
に
相
当
し
、
印
二
・
］
、
ｌ
の
国
も
同
じ
で
あ
る
。

ま
た
己
山
｝
。
。
豊
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
は
例
外
な
く
老
死
な
ど
の
支
分
が
体
・
集
・
減
・
道
の
四
諦
説

に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
は
む
し
ろ
ロ
ロ
ー
山
口
豊
の
対
象
は
十
二
支
の
四
諦
で
、
四
諦
に
比
重
が
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
は
、
三
三
・
℃
の
口
日
日
且
三
三
‐
⑪
．
（
ぐ
○
一
・
自
己
・
ｓ
Ｉ
圏
）
・
の
ｚ
］
画
－
国
」
心
（
ぐ
。
一
・
・
つ
】
←
‐
】
⑤
）
・
の
三
・
］
国
１
日

（
ぐ
○
一
・
日
ロ
・
←
い
－
』
②
）
・
の
ｚ
・
］
、
－
画
の
（
ぐ
○
一
・
自
己
・
←
⑭
Ｉ
』
、
）
・
の
三
・
］
、
ｌ
“
○
（
ぐ
○
一
・
三
℃
．
←
⑪
）
・
の
三
・
］
、
１
，
骨
（
ぐ
Ｃ
ｌ
・
ロ
ロ
・
巴
）
・
の
三
・
］
画
Ｉ
『
］

１
ｍ
］
（
ぐ
・
一
・
臣
己
・
』
ｇ
ｌ
－
ｇ
）
『
の
三
・
］
図
ｌ
巴
（
ぐ
○
一
・
回
ロ
］
９
１
』
巴
）
が
あ
り
、
の
ｚ
・
］
、
１
口
①
（
ぐ
。
－
．
ヨ
ロ
・
念
１
９
）
は
ロ
四
国
一
回
ロ
山
〔
一
が
、

（、０）

の
ｚ
・
］
、
ｌ
の
、
（
ぐ
・
｝
・
自
ｐ
Ｓ
①
）
は
：
三
］
山
口
凶
｛
一
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
。
山
口
山
が
使
わ
れ
る
場
合
も
存
す
る
。
四
十
四
智
（
８
冒
日
愚
『
『
の
。
ョ
団
。
煙
く
四
戸
己
己
）
と
か
、
七
十
七
智
（
の
凹
冒
の
９
国
１
園
，

…
…
）
と
い
う
よ
う
に
十
一
の
支
分
が
凹
諦
と
関
連
す
る
場
合
１
ｍ
二
』
…
（
貧
・
目
：
…
画
冒
鱒
‐
農
（
雪
・
一
邑
騒
‐

・
ｅ
ｌ
や
、
士
支
の
体
・
集
・
減
・
道
に
お
け
る
智
と
さ
れ
る
場
合
ｌ
、
の
ｚ
』
…
（
尋
・
目
。
」
豊
「
屋
二
閨
』
画
「
…
鰐

璽
：
；
…
鱒
ｇ
七
一
七
騨
困
（
蔓
・
自
…
「
一
闇
）
ｌ
、
あ
る
い
は
生
に
縁
っ
て
老
死
あ
り
と
の
智
と
い
う
よ
う
に
使
わ

（
７
）

れ
る
場
合
ｌ
の
二
局
「
・
国
（
『
。
｜
』
。
二
廟
Ｉ
ニ
ョ
）
な
ど
で
あ
る
．

な
お
、
ご
ヨ
ビ
ロ
ロ
ー
国
百
に
説
か
れ
る
、
目
連
や
舎
利
弗
が
「
縁
起
法
頌
」
を
聞
い
て
悟
り
を
得
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
い
か
が
で
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「
縁
起
法
頌
」
と
い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
諸
々
の
法
（
旦
冒
ヨ
ョ
②
）
は
因
よ
り
生
じ
る
、
そ
の
因
（
冒
巨
）
を
如
来
は
説
か
れ
た
、

そ
の
減
（
己
『
・
目
■
）
を
も
ま
た
大
沙
門
は
説
か
れ
る
」
と
い
う
句
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
各
種
の
索
引
を
引
く
か
ぎ
り
、
こ
れ
を
「
縁

起
法
頌
」
と
か
「
因
縁
法
頌
」
と
す
る
用
例
は
見
い
出
さ
れ
な
い
。
し
か
も
震
の
四
日
目
（
ｐ
Ｂ
ｍ
ｍ
ｓ
百
劃
》
で
は
、
第
一
句
の
前
半
の
因
よ
り

（
８
）

生
じ
る
諸
法
と
い
う
の
は
「
苦
諦
」
を
意
味
し
、
後
半
の
因
は
も
ち
ろ
ん
「
集
諦
」
、
そ
し
て
第
二
句
目
の
減
は
「
滅
諦
」
を
さ
す
と
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
の
句
は
縁
起
を
説
い
た
句
で
は
な
く
、
四
諦
を
説
い
た
句
と
し
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
ぐ
一
目
百
℃
菅
冨
で
は
こ
の
後
に
、
「
こ
の
法
門
を
聞
い
て
、
遠
塵
離
垢
の
法
眼
が
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
い
か
な
る
集
法
も
そ
れ
は

す
べ
て
滅
法
で
あ
る
」
と
い
う
句
が
続
く
が
、
言
二
ｍ
：
日
一
一
‐
鰯
な
ど
で
は
、
さ
ら
に
「
時
に
ｌ
は
法
を
見
三
…
…
）
、
法

を
得
（
ロ
ロ
日
昌
口
ヨ
ョ
ロ
）
、
法
を
知
り
（
ぐ
菖
言
且
冨
日
日
、
）
、
法
に
入
っ
た
（
ご
山
１
］
・
恩
一
云
且
目
ヨ
ョ
ロ
）
」
と
い
う
句
が
続
き
、
む
し
ろ
原
始
経

（
９
）

典
で
は
こ
れ
が
定
型
的
と
な
っ
て
い
る
。
ア
ッ
タ
カ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
Ｑ
旨
冨
ロ
ゴ
四
日
日
回
な
ど
の
□
宮
日
日
山
は
四
『
，

（
Ⅲ
）

】
旨
の
四
８
且
ゴ
四
日
日
ロ
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
も
「
縁
起
法
頌
」
と
さ
れ
る
句
は
、
む
し
ろ
「
四
諦
法
頌
」
と
一
一
一
一
コ
う
べ
き
で
あ
る
こ
と

あ
ろ
う
か
。

こ
の
ほ
か
、
以
上
に
は
紹
介
し
な
か
っ
た
が
、
縁
起
が
主
題
と
し
て
説
か
れ
る
経
中
に
如
実
知
見
が
説
か
れ
た
り
、
阿
羅
漢
果
を
得
た

り
す
る
塲
苔
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
如
実
知
見
の
直
接
の
対
象
は
五
穂
の
生
滅
で
あ
っ
た
り
、
十
二
処
を
厭
離
す
る
こ
と
か
ら
阿
羅
漢
を
得

る
、
と
い
う
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
よ
う
す
る
に
縁
起
が
誘
因
と
な
っ
て
、
五
穂
等
の
如
実
知
見
が
生
ま
れ
、
そ
の

結
果
さ
と
り
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
先
に
紹
介
し
た
拙
稿
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
真
実
と
人
間
観
」
に
お
い
て
述
べ
た
ご
と
く
、
旨
（
颪
９
日
四
日
目
一
目
山
岸
一

と
い
う
語
が
ロ
畳
。
Ｂ
印
画
日
巨
ロ
日
：
で
は
な
く
己
呂
Ｃ
８
ｍ
凹
昌
巨
弓
四
目
四
‐
ｇ
四
日
白
山
を
目
的
語
と
し
て
な
ら
使
わ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
。
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（
Ⅲ
）

に
も
通
じ
る
。
す
な
わ
ち
上
記
の
「
得
鱈
匹
法
頌
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
已
呂
Ｄ
Ｂ
の
四
日
巨
弓
目
目
’
ロ
冨
目
ゴ
ロ
は
⑫
四
コ
六
百
画
，

号
四
已
日
四
と
同
じ
く
、
鐸
贋
匹
に
よ
っ
て
成
立
し
た
現
象
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
四
諦
や
無
常
・
苦
・
無
我
と
い
う
「
真
実
」
の
し

し
た
が
っ
て
以
上
の
こ
と
を
要
約
す
る
と
、
Ⅲ
弟
子
た
ち
が
［
縁
起
］
な
い
し
は
［
縁
起
説
］
を
知
っ
て
悟
り
を
得
る
と
す
る
資
料

は
な
く
は
な
い
が
、
四
諦
や
無
常
・
苦
・
無
我
説
に
比
べ
る
と
、
格
段
に
少
な
い
、
⑪
「
縁
起
を
ｇ
］
目
：
す
る
」
と
い
う
文
脈
の
用

例
も
少
な
く
、
日
一
回
目
豆
が
使
わ
れ
て
い
る
場
合
も
、
多
く
は
そ
の
直
接
の
対
象
は
四
諦
（
な
い
し
は
こ
れ
に
準
じ
る
も
の
）
で
あ
る
、

③
「
縁
起
を
知
る
」
と
い
う
文
脈
に
お
け
る
「
知
る
」
の
部
分
は
日
四
目
⑪
一
百
『
○
二
が
多
い
、
し
た
が
っ
て
川
原
始
仏
教
経
典
に
お
い

て
は
縁
起
説
と
四
諦
説
、
無
常
・
苦
・
無
我
説
と
は
扱
い
が
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
れ
を
一
言
で
い
え
ば
、
［
縁
起
］
な
い
し
は
そ
れ
を
基
底
に
持
つ
［
縁
起
説
］
と
、
四
諦
説
や
無
常
・
苦
・
無
我
説
の
違
い
は
、

前
者
が
」
盲
日
日
四
で
あ
る
に
対
し
、
後
者
が
⑫
四
Ｃ
８
．
ヶ
目
白
あ
る
い
は
目
冨
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
そ
こ
で
本
項
の
締

め
く
く
り
と
し
て
、
四
諦
説
や
無
常
・
苦
・
無
我
説
が
「
真
実
」
と
し
て
提
示
さ
れ
、
縁
起
が
「
理
法
」
と
し
て
示
さ
れ
る
背
景
、
お
よ

び
そ
れ
に
よ
る
教
理
体
系
と
し
て
の
あ
り
方
を
考
え
て
お
き
た
い
。

と
し
て
も
、
原
始
経
典
自
身
（

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
縁
起
を
知
見
し
て
弟
子
た
ち
が
悟
り
を
得
る
と
い
う
ケ
ー
ス
は
な
く
は
な
い
が
、
細
か
く
検
討
し
て
み
る
と
、
何
等
か

の
意
味
で
、
四
諦
説
や
無
常
・
苫
・
無
我
説
に
繋
が
っ
て
い
く
か
ら
、
や
は
り
縁
起
説
が
四
諦
説
や
無
常
・
苦
・
無
我
説
と
は
一
線
を
画

し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
多
く
の
学
者
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
縁
起
に
よ
る
釈
尊
成
道
伝
説
が
後
か
ら
出
来
上
が
っ
た
も
の
で
あ
る

と
し
て
も
、
原
始
経
典
自
身
の
な
か
に
も
そ
の
必
然
性
が
秘
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
い
て
顕
在
化
し
た
と
言
わ
な

ヴ
ェ
ル
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
縁
起
を
知
見
‐
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こ
の
意
味
を
推
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
秘
密
は
四
謡
や
無
常
・
苦
・
無
我
が
で
四
一
四
コ
葛
さ
れ
る
の
に
、
縁
起
が

日
自
国
百
『
。
ご
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
試
み
に
辞
書
を
引
い
て
み
る
と
、
己
四
一
四
息
一
一
に
は
、

〔
◎
六
コ
○
三
『
［
】
目
・
巨
・
８
日
の
一
・
百
：
『
・
ロ
且
①
『
の
白
ｐ
ｅ
ｓ
ｍ
庁
冒
、
巳
⑰
す
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
語
の
起
源
に

あ
る
一
山
目
一
一
は
（
○
六
コ
。
三
・
一
○
盲
ぐ
の
。
『
恩
ご
【
ロ
。
三
一
＆
ぬ
Ｐ
（
○
す
の
⑦
〆
己
の
１
の
ロ
８
９
８
百
く
⑦
ロ
ミ
ロ
『
①
》
一
○
【
旨
○
○
巨
庁
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
曰
目
囚
の
一
六
四
『
。
【
】
に
は
｛
ｏ
【
冒
一
ヨ
の
ヨ
ヨ
ロ
ー
ヨ
の
昌
一
］
．
（
○
す
８
『
ご
日
冒
Ｑ
・
冨
穴
の
８
琶
田
風
．
□
ｏ
ｐ
Ｑ
の
『
》

ｓ
ヨ
六
巨
己
・
Ｐ
８
ｐ
⑫
丘
の
『
・
『
の
８
頤
ご
－
ｍ
①
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
曰
目
山
⑫
一
百
『
・
【
一
は
ロ
〕
目
四
印
を
百
『
・
豆
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
持
続
的
に
意
識
的
に
頭
脳
を
働
か
す
と
い
う
印
象
が
も
た
れ
る
。
こ
う
い
う
い
わ
ば
便
宜
的
な
方
法
で
結
論
を
導
き
だ
す

こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
日
］
山
口
豊
は
物
事
を

「
直
感
し
て
知
る
」
働
き
、
「
観
察
」
す
る
働
き
、
い
や
む
し
ろ
「
見
る
」
働
き
で
あ
り
、
日
四
目
凰
百
『
・
豆
は
「
思
惟
す
る
」
働
き
、
「
考

で
あ
る
と
さ
れ
、
現
出

に
な
る
。
換
言
す
れ
山

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
：
四
日
曰
四
と
⑰
四
，
８
．
ヶ
百
日
【
日
目
の
間
の
関
係
で
あ
る
が
、
認
識
論
的
に
い
え
ば
、
Ｑ
す
■
ヨ
ョ
山
は
も
の
を
見
る
基
本
的

な
立
場
で
、
困
ｎ
日
》
す
目
白
・
巨
富
は
そ
う
し
た
も
の
の
見
方
か
ら
見
い
出
さ
れ
た
事
実
と
し
て
の
姿
、
あ
り
方
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
ま
た
存
在
論
的
に
い
え
ば
、
口
冒
ヨ
ョ
四
は
②
、
Ｇ
８
》
９
口
白
・
冒
斤
宮
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
現
象
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
理
法
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
已
呂
。
Ｂ
留
日
こ
つ
日
：
な
る
「
理
法
９
百
日
己
四
」
に
よ
っ
て
、
已
四
ｐ
ｎ
８
の
四
日
ロ
ロ
：
口
四
と
一
一
一
一
口
う

「
法
昌
四
日
己
山
〕
が
成
立
す
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

そ
し
て
原
始
経
典
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
直
接
に
こ
の
Ｑ
百
日
ヨ
ロ
を
説
く
こ
と
を
鴎
謄
さ
れ
、
こ
れ
を
体
得
す
る
こ
と
は
至
難
の
こ
と

で
あ
る
と
さ
れ
、
現
れ
で
た
現
象
と
し
て
の
の
四
Ｃ
８
ｇ
回
国
・
白
戸
目
た
る
姿
を
「
如
実
知
見
」
す
る
こ
と
を
勧
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
も
の
の
見
方
・
考
え
方
を
説
き
示
す
よ
り
も
、
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
無
常
・
苦
・
無
我
を
虚
心
坦
懐
に
見
よ
と
教
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え
る
」
働
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
有
部
阿
毘
達
磨
に
至
る
と
、
智
慧
が
山
颪
日
す
な
わ
ち
「
行
相
」
と
と
ら
え
ら

れ
た
こ
と
に
一
家
徴
さ
れ
る
。
常
識
的
に
考
え
れ
ば
「
行
相
」
と
い
う
の
は
姿
で
あ
っ
て
、
決
し
て
智
慧
を
表
わ
す
よ
う
な
性
質
の
言
葉
で

は
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
が
智
慧
を
表
わ
し
え
る
の
は
、
智
慧
と
い
う
も
の
が
決
し
て
思
惟
の
結
果
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
あ
る
が

ま
ま
」
の
姿
を
「
あ
る
が
ま
ま
」
に
見
る
働
き
で
あ
る
が
故
で
あ
ろ
う
。
漢
訳
者
が
】
日
冨
ｇ
回
国
白
目
］
山
口
登
を
「
如
実
知
」
「
如
実

（
⑫
）

観
察
」
と
か
「
以
慧
観
知
如
真
」
と
訳
し
、
「
如
実
思
惟
」
な
ど
と
訳
さ
な
か
っ
た
の
は
そ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
「
理
法
」
た
る
縁
起
が
中
道
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
象
徴
的
に
示
す
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
中
道
と
い
う
の
は
苦
楽
・
有
無
・
自
作
他
作
と
い
う
偏
見
（
辺
見
）
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
断
定
を
避
け
て
無
記
の
立

場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
形
而
上
的
な
議
論
を
避
け
、
形
而
上
的
な
思
索
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
な
ぜ
な
ら
形
而
上
的
な
議
論
や
思
索
は
概
念
規
定
を
伴
い
、
仮
定
が
断
定
に
な
っ
て
し
ま
い
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が

公
正
無
私
な
、
も
の
の
見
方
考
え
方
が
確
立
し
た
仏
の
立
場
で
な
さ
れ
る
の
な
ら
何
の
問
題
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
凡
夫
に
は
こ
れ
は
至

難
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
縁
起
の
理
法
は
こ
の
よ
う
な
作
業
を
経
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
日
四
目
⑩
房
貝
。
一
一
さ
れ
な
け
れ
ば
追
及
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

縁
起
の
理
法
は
こ
の
よ
う
に
現
象
を
成
り
立
た
せ
、
も
の
の
見
方
・
考
え
方
の
基
礎
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
前
面
に
出
す
こ
と
は
返

っ
て
縁
起
の
理
法
に
反
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
い
う
二
律
背
反
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
を
も
っ
と
も
象
徴
的
に
語
る

の
が
、
中
観
派
の
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
の
あ
り
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
弟
子
た
ち
に
は
、
こ
れ
が
甚
深
で
あ
っ
て
、
難
信
難
解
な
も
の
と
し
て
、

説
か
れ
る
こ
と
が
跨
曙
さ
れ
、
代
わ
り
に
そ
の
結
果
得
ら
れ
た
、
目
の
前
に
あ
る
具
体
的
な
事
恵
実
と
し
て
の
四
諦
説
や
無
常
・
苦
・
無
我

説
を
現
観
せ
よ
と
説
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
い
な
が
ら
、
。
言
日
日
四
と
②
囚
Ｒ
Ｐ
ｇ
自
国
．
（
旦
冨
と
は
上
記
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
象
と
し
て
現
れ
た
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無
常
・
苦
・
無
我
を
如
実
知
見
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
理
法
と
し
て
の
縁
起
も
体
得
で
き
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
ま
た

無
常
。
苦
・
無
我
を
如
実
知
見
で
き
れ
ば
、
縁
起
と
し
て
の
も
の
の
見
方
・
考
え
方
が
確
立
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

芸
術
を
制
作
し
観
賞
す
る
と
き
に
、
必
ず
し
も
美
学
や
芸
術
論
と
い
う
も
の
を
必
要
と
し
な
い
。
し
か
し
優
れ
た
芸
術
の
製
作
者
・
観
賞

者
は
自
然
に
美
学
や
芸
術
論
を
身
に
付
け
て
い
る
と
職
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
後
進
の
者
は
そ
う
し
た
芸
術
論
を
学
ぶ
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
そ
の
結
果
で
あ
る
作
品
を
学
ぶ
｝
」
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
体
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
１
）
三
ｚ
・
画
②
三
島
四
目
耳
三
℃
目
・
ロ
四
日
四
‐
⑩
．
『
○
一
』
己
．
］
ｇ
ｌ
］
・
中
阿
含
三
○
象
跡
噛
経
大
正
一
頁
四
六
七
上
、
『
講
座

東
洋
思
想
』
五
頁
一
四
一
～
’
四
二
で
は
、
縁
起
の
義
と
法
の
義
か
ら
そ
の
同
一
な
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

（
２
）
『
の
ｍ
ご
■
』
第
一
六
号
、
東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
学
術
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
四

（
３
）
「
有
部
阿
毘
達
磨
仏
教
に
お
け
る
四
諦
説
Ⅲ
②
伽
」
（
国
訳
一
切
経
印
度
撰
述
部
・
月
報
）
大
東
出
版
社
昭
和
五
一
年
八
・
九

（
８
）
ぐ
○
一
・
く
つ
①
『
、

（
０
Ｊ
）
ぐ
○
一
・
国
ｐ
②
、
○

／■、グー、／■、／■、

７６５４
、-〆、-〆、＝'出一〆

いか

るら
｡、

月
参
照

の
三
・
］
、
山
Ｃ
ぐ
○
一
・

○
三
・
一
ｍ
ぐ
○
一
・
臣

下
・
頁
一
四
参
照

『
婆
沙
論
』
巻
二

》
論
』
巻
二
○
大
正
二
七
頁
五
七
一
上
で
は
、
四
十
四
智
は
十
一
支
の
四
諦
の
差
別
に
よ
っ
て
各
々
四
智
を
起
こ
す

四
十
四
智
と
説
か
れ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
阿
毘
達
磨
で
は
四
十
四
智
や
七
十
七
智
は
四
諦
と
関
連
し
て
理
解
さ
れ
て

自
己
・
画
、

己
。
、
⑰
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以
上
原
始
仏
教
の
縁
起
を
、
［
縁
起
］
と
［
縁
起
説
］
に
分
け
て
考
察
し
て
き
た
。
簡
単
に
い
え
ば
、
［
縁
起
］
は
［
縁
起
説
］
の
基
礎

と
な
る
も
の
で
あ
り
、
［
縁
起
］
は
説
く
べ
く
し
て
説
き
が
た
い
９
口
日
日
四
で
あ
る
に
対
し
、
［
縁
起
説
］
は
現
象
世
界
に
属
す
る
あ
る

特
定
主
題
に
限
定
し
て
、
こ
う
し
た
立
場
に
よ
っ
て
見
い
出
さ
れ
た
結
果
を
説
明
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
［
縁
起
］
は
そ
の
主
題
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変
え
て
表
現
さ
れ
る
可
能
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
原
始

経
典
に
お
い
て
は
、
十
二
縁
起
説
が
も
っ
と
も
整
い
、
も
っ
と
も
用
例
も
多
い
が
、
し
か
し
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
多
い
こ
と
は
、

す
で
に
資
料
整
理
に
於
て
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
そ
れ
は
四
諦
説
や
無
常
・
苦
・
無
我
説
が
あ
る
枠
に
収
ま
る
に
対
し
て
好
対
照
を
見
せ

て
い
る
。
し
か
も
四
諦
説
や
無
常
・
苦
・
無
我
説
は
後
の
仏
教
に
そ
の
ま
ま
伝
え
ら
れ
る
か
、
役
割
を
終
え
て
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
の

に
比
し
て
、
［
縁
起
説
］
は
さ
ま
ざ
ま
な
展
開
を
見
せ
た
。

阿
毘
達
磨
仏
教
で
は
現
象
世
界
の
一
切
を
説
明
す
る
と
い
う
主
題
の
も
と
に
、
説
一
切
有
部
は
六
因
四
緑
五
果
説
を
、
南
方
上
座
部
は

（
、
）
く
○
一
・
日
ロ
．
ｇ
］
・
幻
・
○
四
『
【
の
『
》
言
□
盲
日
日
四
患
已
・
む
め
三
シ
，
ご
ｏ
一
・
日
己
．
①
画
ワ
シ
．
ご
○
一
・
］
己
・
画
圀
（
○
二
口
二
・
『
○
一
・
『
□
・
②
の
）

ロ
ン
・
ぐ
○
一
・
『
ｐ
、
「
②
〈
。
。
Ｃ
二
・
く
○
一
・
円
己
・
臣
。
）
・
ロ
ロ
．
シ
・
ロ
・
国
、
②
（
ｏ
ｐ
ｐ
Ｑ
・
ロ
一
℃
）
。
ご
く
・
シ
・
ロ
．
②
一
『
（
○
口
ご
く
・
②
」
》
ご
ｍ
・

画
「
己
。
「
←
｝

（
、
）
の
ｚ
・
一
国
’
９
ぐ
ｏ
｝
・
自
己
・
⑭
の
弓
面
の
国
、
凶
夢
凹
く
・
』
囹
は
、
□
四
一
一
Ｄ
Ｂ
⑪
四
ヨ
ロ
ロ
ロ
目
目
‐
・
ゴ
四
日
曰
：
四
ョ
舌
一
颪
ご
印
一
○
百
８
，

脇
目
・
「
縁
に
よ
っ
て
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
照
覧
」
と
す
る
。

（
岨
）
雑
阿
含
は
前
者
、
中
阿
含
は
後
者
で
あ
る
。

結
語

つ
．
①
画
］
・
幻
・
○
四
『
【
の
『
》
言
ロ
ゴ
四
日
日
四
ご
ロ
・
む
め
三
シ
・
く
○
一
・
日
ｐ
①
画
ワ
シ
．
ご
○
一
・
］
ｐ
、
②
「
（
○
二
口
二
・
『
○
一
・
『
□
．
ｍ
の
）

『
ｐ
、
「
②
〈
。
。
Ｃ
二
・
く
○
一
・
円
己
・
臣
。
）
・
ロ
ロ
．
シ
・
ロ
・
国
、
②
（
ｏ
ｐ
ｐ
Ｑ
・
ロ
一
℃
）
。
ご
く
・
シ
・
ロ
．
②
一
『
（
○
口
ご
く
・
②
」
》
く
の
．
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二
十
四
縁
説
を
考
え
出
し
た
。
そ
の
基
礎
に
［
縁
起
］
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
原
始
仏
教
に
繋
が
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
具
体
的
に
六
因
四
緑
五
果
説
や
二
十
四
縁
説
の
一
々
の
淵
源
を
探
っ
て
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
は
原
始
経
典
に
行
き
着
か
な
い
の
は
、

ま
さ
し
く
［
縁
起
］
に
し
た
が
っ
て
、
［
縁
起
説
］
が
創
説
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
大
乗
仏
教
に
至
れ
ば
、
こ
れ
が
現
象
世
界
を
越
え
た
世
界
ま
で
を
も
主
題
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
法
界
縁
起
や
如
来
蔵
縁
起

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
［
縁
起
説
］
が
説
き
出
さ
れ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
頼
耶
縁
起
は
、
原
始
仏
教
や
阿
毘

達
磨
仏
教
の
伝
承
に
し
た
が
っ
て
現
象
世
界
を
範
囲
と
し
た
。
ま
た
中
観
派
が
、
縁
起
を
最
大
テ
ー
マ
と
し
な
が
ら
、
直
接
［
縁
起
説
］

を
説
か
ず
、
プ
ラ
サ
ン
ガ
論
法
な
ど
に
よ
っ
て
間
接
的
に
こ
れ
を
表
わ
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
［
縁
起
］
と
い
う
立
場
を
表
わ
す
こ

と
に
主
眼
を
置
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
［
縁
起
］
は
勝
義
諦
、
［
縁
起
説
］
は
世
俗
謡
あ
る
い
は
一
一
一
一
塁
証
諦
と
言
い

換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

３０


