
入

不

線

起

論

考
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藤

原

了

然

一

序

説

由
來

、
佛
教
研
究
の
努
力
は
、
甚
だ
多
く
佛
典
も
し
く
は
三
藏
、こ
稱

せ
ら
る
る
部
分
に
對
す
る
訓
詁
的
註
釋
叉
は
經
論
の
形
式
的
解
釋
た

る
會
通

-こ
い
ふ
如
き
方
向
に
注
が
れ
て
來
た
や
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
ーこ
は
も
・こ
よ
り
意
味
の
な

い
こ
ーこ
で
は
な
い
。
然

し
な
が
ら
佛
教
が

『佛

陀
の
教
論
』
叉
は

『
佛
即
ち
敦
』

、こ
い
は
れ
る
原
意
を
探
ぐ
る
な
ら
ば
、
11j藏
yl
い
は
れ
る
も
の
は
む
し
ろ

月
を
さ
す
指

で
し

か
あ
り

え

な
い
わ
け
で
あ
る
。
三
藏
に
よ
つ
て
指
さ
さ
れ
る
眞
の
究
竟
目
的
は
、
主
觀
的
表
現
に
よ
る
な
ら
ば
證
悟

・
菩
提

b
o
clh
�
で
あ
り
客
觀
的
jlli

詮
を
か

る
な
ら
ば
涅
槃

葺

蟲
雪

-こ
い
は
れ
る
。
然
し
こ
の
菩
提
、こ
稱

せ
ら
る
る
も
の
も
亦
た
浬
槃
、こ
呼
ば
る
る
も

の
も
極
め
て
多
く
唯
心

的
傾
向

を
も
ち
、
寧
ろ
主
觀
客
觀
の
未
分
叉
は
不
可
分
の
領
域
に
矚
す
る
も
の
・こ
さ

へ
考

へ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
得
脱
の
敦
読
の
閘
明
を
眞
の

佛
教
研
究
の
使
命
ε
解
す
る
な
ら
ば
、
訓
詁
も
し
く
は
會
通
等
を
主
眼
、こ
す
る
佛
教
研
究
は
眞
の
佛
教
研
究
に
對
し
て
も
ε
よ
り

缺
く
べ
か

ら
ざ
る
關
係
を
も

つ
に
し
て
も
單
に
豫
備
的
意
味
を
も
つ
も
の
に
過
ぎ
な

い
ーこ
い
へ
る
。
た
、こ
へ
ば

一
幅
の
山
水
讖

は
、

山
水
そ
の
も
の
を

理
解

せ
し
む
る
も
の
、こ
し
て
の
み
解
き
さ
る
べ
き
で
は
な
く
藝
術
的
心
境
の

一
表
現
-こ
し
て
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
に
、

佛
血
ハ



も
し
く

は
三
藏
に
關
す

る
總
べ
て
の
表
現
、

一
切
の
敏
読
は
解
腕

・
浬
槃

へ
の

一
の
指
標

ε
し
て
觀
察
さ
る
べ
き
も

の
ご
考

へ
ら
れ
る
。

か

玉
る
意
味
に
於
け
る
佛
歡
研
究
は
極
め
て
難
事
に
屬
す
る
。
然
し
先
驅
-こ
謳
は
れ
大
成
者
-こ
呼
ば
れ
る

多
く
の
人
々
は
總
べ
て
か

玉
る

見
地
に
立
脚
し
て

一
代
佛
教
を
理
解
せ
ん
、こ
し
た
人
な
の
で
あ
る
。
も
ぐ)
よ
り
佛
滅
後
五
百
年
の
偉
才
龍
樹
は
正
し
く
室
、

筌
す
る
こ
Σ
に

よ
つ
て
佛
陀
の
眞
精
祚
に
躍
入
し
、
且
そ
れ
を
顯
彰
せ
ん

ご
し
た
破
邪
顯
正
の
聖
戰
の
法
將
な
の
で
あ
る
。

こ
の
聖
戰
の
た
め
彼
は
八
不
中

道
の
標
織
の
下
、
般
若
皆
室
の
牙
城
に
據

つ
た
の
で
あ
る
。

。龍
樹
が
室
の
高
調
に
全
力
を
集
注
し
た
所
以
に
は
大
體
三

方
面
の
理
由
が
考

へ
ら
れ
る
。

第

一
に
は
當
時
の
思
想
界
の
是
正
の
た
め
で
あ

り
、
第

二
に
は
正
し
き
も
の
誤
ら
ざ

る
も
の
を
顯
彰
せ
ん
が
た
め
の
理
論
的
必
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
由

に
よ
る

龍
樹
室
敏
の
筆
陣
は
寔

に
特
有
の
異
彩
を
も

つ
て
縱
横
の
義
解

、こ
徹
底
の
論
旨
を
餘
り
に
も
鮮
明
に
し
て
ゐ
る
が
故
に
龍
樹
の
論
書
を

一
見
す

る
瘍
合
、

噛こ
も
す
れ

ば
龍
樹
歡
説
が
佛
読
に
背
反
す
る
も
の
な
ら
ざ
る
か
を
畏
れ
る
こ
ε
さ

へ
あ
る
。

す
で
は
龍
樹
の
傳
記
中
に
は
彼
が
新
宗
教
を
志
し
た
か
の

如
き
筆
端
を
出
し
、
そ
れ
故
に

一
部
の
學
者
に
は
、
泰
西
の
學
者
に
特
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
龍
樹
を
單
な
る
虚
無
主
義
な
り
ーこ
曲
解
し
て

ゐ
る
も

の
さ

へ
あ
る
。
然
し
こ
れ
ら
の
疑
難
は
謬
ら
ざ
る
佛
教

へ
の
理
解
に
立
ち
、

且
龍
樹
の
著
述
を
徹
見
し
正
し
き
彼
の
思
想
を
窺
知
す

る
も
の

に
ε
つ
て
は
覈
か
に
誤
解
で
あ
る
こ
ε
が
領
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
龍
樹
畢
生
の
宏
業
た
る
室
思
想
の
高
調
に
於
て
、

筌
が
單
な
る

否
定
ε
し
て
読
か
る
る
な
ら
ば
そ
れ
は
虚
無
に
近
づ
く
。
然
し
龍
樹
に
於
け
る
無
自
性
室
は
單
な
る
否
定
で
は
な
く
し
て
、
.
極
言
す
れ
ば
根

本
佛
読

に
於
け
る
縁
起

暇
9葺
養
,sa
m
utp
　d
a
6̀
他
語
な
の
で
あ
る
。
從

つ
て
縁
起
思
想
が
根
本
佛
詮
の
實
質
で
あ
る
限
り
筌
思
想
の
宣
揚
は

佛
陀
眞

精
紳
の
顯
彰

に
外
な
ら
な

い
。
龍
樹
が
新
宗
歡
を
志
し
た
ε
云
は
れ
る
如
き
は
畢
竟
か
製
る
龍
樹
の
正
し
き

方
向
が
當
時
の
内
外
の

誤
れ
る
す
べ
て
の
教
読
に
對
し
て
逆

に
異
流
の
如
く
考

へ
ら
れ
た
、こ
も
謂

へ
る
で
あ
ら
う
。

八
宗
の
組
・こ
言
は
る
る
所
以
も
亦

た
實
に
八
宗

の
實
質
た
る
佛
陀
眞
精
瀞
の
宣
揚
者

に
樹
す
る
敬
稱
ε
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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次
下

の
小
節
は
こ
れ
ら
の
こ
ε
に
對
す
る

一
の
論
證
-こ
し
て
考
察
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

二

八

不

に

つ

い

て

漢
譯
中
論
開
卷
第

一
に
觀
因
縁
品
の
初
偈

こ
し
て
八
不
の
偈
が
蝎
ぴ
ら
れ
て
ゐ
る
。
古
來
歸
敬
序
・こ
も
呼
ば
れ
て
ゐ
る

重
要
な
る
偈
頌
で

あ
る
が

こ
れ
を
中
論
の
他
の
異
譯
,こ
對
照
し
て
み
る
。

〔
漢

譯
〕

鳩

摩
羅
什
譯

(中

論
)

不

生

亦

不

滅

不

常

亦

不

斷

不

一
亦

不

異

不

來

亦

不

出

能

読
昌是

因

墾

善

滅
二諸

戯

論

一

我

稽

首

禮
レ佛

諸

読

中

第

一

般
若
流
支
譯

(
順

中

論
)

不

滅

亦

不

生

不

斷

亦

不

常

不

一
不

異

義

不

來

亦

不

去

佛

已

設
昌因

墾

斷
ユ諸

戯

論

塾

故

我

稽

首

禮
瓢

説

法

師

中

墜

波
羅
頗
密
多
羅
譯

(
般

若

燈

論
)

不

滅

亦

不

起

不

斷

亦

不

常

非

一
非

種

々

不

來

亦

不

出

縁

起

戯

論

息

詮

者

善

滅

故

禮
昌
彼

婆

伽

婆
一

諸

説

中

最

上

惟

淨

譯

(
大
乘
中
觀
釋
論
)

不

滅

亦

不

生

不

斷

亦

不

常

我

稽

首

禮
レ
佛

諸

説

中

第

一
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〔
梵

文

〕

a
n
iro
d
h
a
m

a
n
u
tp
　
,d
a
m

a
n
u
c
c
h
e
d
a
m

a
　
　
　
v
a
ta
m
　

a
n
e
k
�
r
th
　,m

a
n
�
u
�
rth
a
m

a
n
　
,g
a
m
a,m

a
n
ir
g
a
m
a
rin
　
/

y
a
h

p
ra
tity
a
-sa
m

u
tp
　
d
a
m

p
ra
p
a
n
c
a
-u
p
a
　
a
m
a
m

　
iv
a
m

　

d
e　
a
y
　
,m
�
s
a

-sa
　n
b
u
d
d
h
a
s

ta
in

v
a
n
d
e

v
a
d
a
t　,m

v
a
ra
in
　
　

〔
右

馳
和

譯

〕

生

す

る

こ

ε

な

く

、

滅

す

る

こ

ーこ
な

く

斷

な

ら

す

、

常

な

ら

す

一
義

な

ら

す

、

異

義

献

ら

す

來

る

こ

ご

な

く

,

去

る

こ

,-こ
な

き

安

穩

に

戯

論

を

滅

せ

し

む

る

縁

齲起

法

を

一諡

き

た

ま

へ

る

正

譽
乃者

25



諸

の

読

法

者

中

最

勝

な

る
O

そ

の

人

に

私

は

禮

す

る

こ

の

梵

文

に

對

す

る

,
S
tc
h
e
rb
a
tsk
y

氏

の

英

譯

を

參

照

す

れ

ば

T
h
e

p
e
rfe
c
t
B
u
d
d
L
a

,

T
h
e

f
o
rm
as
t
°
f

a
ll
T
°
a
ch
e
rs

1
sa
lu
te

　

H

e

h
a
s

p
lo
c
l
a
,im

e
d

T
h
e

p
r
in
c
ip
l
e
(
U

n
i
v
e
r
s
a
l)

R
e
la
t
iv
it
y

　
T
i
s

l
ik
e

b
lis
s
f
u
l
(
N
ir
v
�
n
a
)

,

A
n
ie
s
c
e
n
c
e

o
f

P
lu
r
a
l
ity

T
h
e
r
e

n
o
t
h
i
n
g

d
is
a
p
p
e
a
r
s
;

N

o
r

a
n
y
t
h
in
g

a
p
p
e
a
r
s

N

o
t
h
in
g

h
a
s

a
n

e
n
d
,
N

o
r

is

th
e
r
e

a
n
y
t
h
in
g

e
te
r
n
a
l

N

o
th
in
g

is

i
d
e
n
tic
a
l
(
w
i
th

i
ts
e
lf
)
,

N

o
r

a
n
y
t
h
in
g

d
if
f
e
r
e
n
t
ia
t
e
d

N

o
t
h
in
g

m

o
v
e
s
,
N
e
it
h
e
r

h
e
it
h
e
r

n
o
r

th
i
th
e
r

〔
西

藏

文

〕

　
G
　.n
-G
is
R
te
n
-C
in

h
E
re
l-h
B
y
u
n
　

　
h
G
a
g
-P
a

M
e
d
-P
a

S
k
y
e
-M

e
d
-P
a
　

/
C
h
a
d
-P
a

M
e
d
-P
a

R
ta
g
-M
e
d
-P
a
/

/
H
o
n
-B
a

M

e
d
-P
a

h
e
ro
-M

e
d
-P
a
/

26



T
h
a
-D

a
d

D

o
n
-N
l
in

D

o
n
-g
C
ig
-
l
l
i
n
　

/
S
p
r
o
s
-P
a

le
e
r
-S
h
i

S
h
i-h
S
t
a
n
-P
a
　

　
R
d
s
o
g
s
-Y
a
h
i

S
a
n
s
-R

g
y
a
s

S
im

a

R
n
a
m

;
-K

y
i
/

/
D

a
m

-P
a
-D

e
-L
a

P
h
y
a
g
-
h
T

s
h
　
,l-L
o
/

〔
右

和

譯
〕

彼
に
由

つ
て
縁
趙

(
論
)
は

滅
な
く
、
生
な
く

斷
な
く
、
常
な
く

來
な
く
、
去
な
く

異
義
に
非
す
、

一
義
に
非
す

戯
論
を
除
滅
し
、
寂
静
を
読
き
た
ま

へ
る

正
覺
者
、
諸
詮
者
中
の
、②

か
の
最
勝
者
に
敬
禮
す

こ
の
西
藏
文
に
對
す
る

≦
曁
Φωの臼

氏
の
獨
譯
を
參
照
す
れ
ば

2?



D

e
r

d
e
n

隣

a
t
i
t
着

-s
a
m

u
t
p
巴

a
,

o
h
n
e

V

e
:・g
e
h
e
n
,
o
h
n
e

E
n
ts
t
e
h
e
n
,

n
ic
h
t

a
b
g
e
s
c
h
n
it
te
n
,
n
ic
h
ti

e
w
ig
,

o
h
n
e

K

o
m
m

e
n
,
o
h
n
e

G
e
h
e
n

,

o
r
m
e

E
in
h
e
i
t

,
o
h
n
e

V

i
e
l
h
e
it

d
i
e

g
l
�
c
k
s
e
lig
e

B
e
r
u
h
ig
u
n
g

d
e
r

E

n
t
f
a
l
t
u
n
g

(
P
r
a
p
a
ii
c
a
)
>

g
e
l
e
h
r
t

h
a
t
,

ih
n
,

ti
e
n

v
o
l
le
n
d
e
te
n

i
3
u
d
d
h
a
,

d
e
n

b
e
s
t
e
n

d
e
r

R
e
d
n
e
r
,

V

e
r
e
h
r
e

i
c
h
l
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漢
譯

四
部
の
中
、
羅
什
譯
が
最
も
整
然
さ
を
持
し
且
叉
韻
律
的
の
や
う
に
思
は
れ
る
。
然
し
、

偈
頌
の
原
意
を
知
る
た
め
に
は
こ
の
羅
什

譯
は
以
外
の
諸
譯
・こ
甚
だ
多
く
對
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・こ
考

へ
ら
れ
る
部
分
を
も

つ
。

羅
什
の
譯
語
例
で
は

多
く
の
瘍
合

唱
a
titya-

sam
utl
巴
a
を
因
縁
-こ
譯
し
て
ゐ
る
が
、元
來
、因

こ
い
ふ
譯
語
は
h
et�
な
る
原
語
に
對
し
て
刑
ひ
ら
れ
て
來
た
も
の
で
あ
り
、
p
ra
titya-sam
=

畧
冨

。簿
の
原
意
が
相
依
相
資

「
相
ひ
依

つ
て
起

つ
て
あ
る
」
ε
い
は
る
」
よ
り
し
て
も
、
こ
の
譯
語
ご
し
て
は

「
縁
起
」
の
語
を
安
當
ご
す

る
。
然

し
、
1jliu譯
擧

つ
て

「
不
滅
亦
不
生
』
,不
斷
亦
不
常
」
の
型
を
ーこ
ゐ
に
も
か

玉
わ
ら
す
、
羅
什
譯
の
み
は

「
不
生
亦
不
滅
」
「
不
常
亦
不

断
」
ε
な
す
あ
た
り
羅
什
の
面
目
を
躍
如
た
ら
し
む
る
も
の
が
あ
る
や
う
で
あ

る
。

こ
れ
ら
の
漢
譯
の
共
通
の
缺
陥
-こ
し
て
は
八
不
-こ
い
は
る

㌧
も
の
・こ
縁
起
、こ
の
關
係
、
叉
戲
論
-こ
い
は
れ
る
も
の
・ご
縁
起
-こ
の
關
係
等
が

文
法
上
甚
だ
明
瞭
で
な
い
こ
、こ
で
あ
る
。

こ
の
部
分
を
梵
文

(西
藏
文
も
同
樣
)
に
對
照
し
て
見
る
・こ
、
漢
譯
に
於
て
戲
論
-こ
い
は
れ
て
ゐ



る
も
の
は

pra
pa
ilca
'r)な

つ
て
ゐ
る
。
こ
�

pra
pa
ilca
な
る
語
は

p
rap
ac
(
延
び
擴
が
る
)
を
語
根
、こ
せ
る
語
で
あ
つ
て
、
そ
の
内
容

Σ
し

て
は
現
象
的
世
界
並
に
漑
念
的
領
域
の
兩
者
を
含
む
雜
多
性
の
世
界
を
意
味
し
て
ゐ
る
。
こ
の
戲
論
な
る
語
は
、

漢
譯

に
よ
れ
ば

「
能
く
是

の
因
縁

を
諡
き
善
く

諸
の
戲
論
を
滅
す
」
・こ
い
は
つ
て
ゐ
る
が
如
く
、
文
法
上
如
來
が
戲
論
を
滅
す
る
が
如
く
解
さ
る
る
け
れ
¶こ
も
、
梵
文

に
よ
る
限
り

「
戲
論

(
雜
多
性
)
を
寂
滅
せ
し
む
る
縁
起
法
」
ご
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
戲
論
を
寂
滅
せ
し
む
る
も
の
は

縁
起
法
に
外
な
ら
な

い
わ
け
で
あ
る
。
更
に
八
不
-こ
縁
起
-こ
の
關
係
は
漢
譯
で
は
甚
だ
明
瞭
を
缺
く
け
れ
,こ
も
、
梵
文
に
よ
れ
ば
、

先
に
擧

げ
た
や
う
に
八
不
は

明
か
に
縁
起
の
形
容
詞
・こ
な
つ
て
お
り
、
八
不
は
縁
起
を
規
定
す
る
も
の
、こ
解
さ
れ
る
。

こ
の
塲
合
は
勿
論
梵
文
の
表

現
が
當
を
得
て
ゐ
る

こ
ご
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從

つ
て
漢
譯
の
諸
本
は
か
玉
る
意
味
を
考
慮
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

八
不

の
偈
の
理
解
に
關
し
て
青
目
の
意

に
よ
る
な
ら
ば

「
佛
滅
度
の
後
五
百
歳
像
法
中
、
人
根
轉
た
鈍
に
し
て
深
く

諸
法
に
著
し
。
十
二
因
縁

・
五
陰

・
十
こ
入

・
十
八
界

等
の
決
定
の
相
を
求

め
て
佛
意
を
知
ら
す
。
但
だ
文
字

に
の
み
著
し
、
大
乘
法
中
畢
竟
室
を
説
く
を
聞
き
て
何
の
因
縁
の
故
に
塞
な
る
や
を

知
ら
す
し
て
.即
ち

見
疑
を
生
す
。
若
し
都

べ
て
畢
竟
室
な
ら
ば
云
何
ん
が
罪
幅
報
應
等
あ
る
こ
ε
を
分
別
せ
ん
。
是
の
如
く
ん
ば

則
ち
世
諦
第

一
義
諦
な
し

是
の
筌
相
を
取
り
ゴ
貪
著
を
起
し
、
畢
竟
室
中
に
於
て
種
々
の
過
を
生
す
。
龍
樹
菩
薩
是
れ
等
の
た
め
の
故
に
此
の
中
論
を
造
る
」

く」
い
ふ
。

こ
の
意
正
し
く
八
不
の
偈
に
對
す
る
註
釋
で
あ
る
ーこ
共
に
亦
た
八
不
が
中
論
述
作
の

根
本
趣
旨
で
で
も
あ

る
モ
こ
を
主
張
す
る

も
の
で
あ
る
。

嘉
祚

に
よ
る
な
ら
ば
こ
の
八
不
を
論
初
に
於
て
説
く
理
由
,こ
し
て
十
義
が
數

へ
ら
れ
る
。
③

ω
經
論
資
申
の
義
を
辨
ぜ
ん
ーこ
欲
す
る
が
た
め

②
題
に
中
論

、こ
標
す
る
が
た
め

㈹
衆
生
の
失
の
本
を

序
べ
ん
が
た
め

(
中
に
四

種
の
人

を
擧
ぐ

ー
、
六
道
の
衆
生

2
、
九
十
六
種
の
外
道

3
、
無
性
室
を
知
ら
ざ
る

二
乘
の
人

4
、
斷
見
を
成
す
る
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大
乘
の
學

人
)

㈲
衆
聖
の
得
原
を
示
さ
ん
が
九
め

㈲
此
の
論
は
こ
諦
を
以
て
宗
-こ
な
し
八
不
は
正
し
く

二
諦

を
明
す
が
た
め

㈲
學
教

の
人
の
所
表
を
示
さ
ん
、こ
欲
す
る
が
た
め

ω
八
不
は
、
言
は
約
に
し
て
意
は
包
べ
て
總
じ
て

衆
教
を
攝
す

、こ
い
ふ
こ
、、〕を
明
さ

ん
が
た
め

⑧
此
の
論
は
是
れ
折
中
の
説
な
り
ご
い
ふ
こ
,こ
を
明
さ
ん
が
た
め

⑨

(
初
め
中
觀
論

-こ
標
す
る
は

こ
れ

章
門
を
標
す
る

ロ　

の
で
あ

り
、
次
に
觀
因
縁
品
、こ
題
す
る
は
い
は
ゆ
る
章
門
を
釋
す
る
の
て
あ
り
從
つ
て
)
八
不
は

因
縁
を
釋
す
る
も
の

で
あ
る
故

10
大
　

小
の
こ
論
の
不
同
を
分
た
ん
が
た
め

こ
れ
ら
十
義
の
中
、
十
の
數

に
拘
泥
し
て
設
け
ら
れ
た
か
の
如
く
考

へ
ら
れ
る
部
分
も
相
當
あ
る
け
れ
,こ
も

龍
樹
の
論
旨

.
口
調
等
よ
り

推
察
す
る
な
ら
ば

⑧
、
ω
、
ω
等
の
義
は
比
較
的
主
要
な
る
部
分

-こ
謂
ひ
え
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
。

叉
大

乘
玄
論
卷
二
に
よ
れ
ば

「
八
不
は
盖
し
是
れ
諸
佛
の
中
心
衆
聖
の
行
處
な
り
。
乃
至
竪
に
衆
經
を
貫
き
横
に
諸
論
に
通
す
」

、こ
い
ふ

吾
々
は
こ
れ
ら
先
蹤
の
後
塵
を
拜
す
る
こ
・こ
に
の
み
よ
る
も
、
八
不
の
偈
が
中
論
卷
頭
を
莊

る
に
足
り
、

亦

た
龍
樹
教
説
の
根
本

標
幟
で
あ

り
ひ

い
て
は

一
代
佛
諡
の
實
質
を
闡
示
せ
ん
ーこ
す
る
も
の
な
る
こ
・こ
を
理
解
し
う
る
で
あ
ら
う
。

か
く
八
不
の
偈
は
古
來
極
め
て
重
要
覗
さ
れ
て
お
り
、
三
論
家
の
み
な
ら
す
他
の
論
書

に
於
て
も
隨
處
に
於
て

引
用
叉
は
論
及
を
な
さ
れ

て
ゐ
る
。

こ
の
八
不
の
偈
に
於
け
る
八
Σ
い
ふ
名
數
は
素
よ
り
何
ら
樹
定
的
な
も
の
で
は
な

い
や
う
で
あ
る
。

現
に
智
度
論
に
於
て
は
十
二
不
を
詮

い
て
ゐ

る
し
、
こ
れ
ε
同
じ
傾
向
の
表
現
で
あ
る

「
四
句
を
離
れ
る
」
・こ
か

「
百
非
を
絶
す
」
ε
か
い
ふ

言
葉
は
經
論

の
隨
處
に
於
て
散
説

さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
八
の
否
定
は
、
事
物
の
眞
相
に
徹
し
無
自
性
室
不
可
得
の
領
域
を
指
示
す
る
九
め
に
、

謂
は
ば
如
實
な
る
も

の
玉
實

質
を
提
示
す
る
形
式
九
る
八
個
の
範
疇
ε
し
て
考

へ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
然
し
龍
樹
が
八
の
範
疇
を
明
示
す
る
に
當

つ
て
、

た
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壁

一
切
知
識
概
念
を
否
定
す
れ
ば
事
足
れ
り
ご
し
て
無
用
意
に
八
の
否
定
を
重
ね
た
ε
は
思
は
れ
な
い
。

從

つ
て
こ
の
八
個
の
範
疇
の
問
に

は

一
脈

の
論
理
關
係
を
全
然
無
靦
す
る
は
當
を
得
た
も
の
・こ
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
か
玉
る
問
題
を
中
論
諸
本
の

註
釋
の
部
分

に
聞
く
も
、
極

め
て
雜
然
た
る
も
の
で
諸
本
何
れ
も
明
快
な
る
論
理
的

一
貫
を
期
す
べ
く
も
な
い
。

八
不
が
既
成
歡
學
特
に
外
道
小
乘

に
對
す
る
封
他
的
意
味
を
も

つ
こ
ε
は
中
論
諸
本
の
等
し
く
認
容
す
る
ご
こ
ろ
で
あ
る
が
、

今
、
嘉
詳

④

・

の
見
解
を
聞
く
に
五
義
を
あ
け
て
ゐ
る
。

不
生
不
滅
-

爲
闡
提
詮
1

不
常
不
斷
ー

爲
聲
聞
説
ー

不

一
不
異
-

爲
外
道
設
ー

不
來
不
出

爲
獨
覺
初

發
心
菩
薩

ii}一 一lI!

(二二)(一一)(二)(__)(二 二)(一 一)

 

ー

ー

邪
見
1
…
読

不

滅

嬰
女
-
1
読

不

生

怖
畏
生
死
-

説

不

斷

急
欲
涅
槃

欲
住
無
爲

ー

詮

不

常

常
佳
涅
槃

計
我
陰
一
-

読

不

一

計
我
陰
異
ー

読

不

異

ぬ

　の
　

　

蠶
騾

-
出

説

不
來
不
出

嘉
詳

の
努
力
は
八
不
を
當
時
既
に
存
し
て
ゐ
た
ε
こ
ろ
の
八
種
の
異
學
異
見
の
否
定
ε
し
て
理
解
し
や
う
ε
し
て
ゐ

る
。

今
の
こ
の
八
個

の
範
疇

に
對
す
る
故
境
野
數
授
の
理
解
を
參
照
し
て
み
る
。
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「
八
不
は
畢
竟
思
惟
の
範
囀
を
假
り
に
八
種
に
分
類
し
た
も
の
で
、
こ
の
八
種
の
範
曉
を
否
定
す
る
こ
・こ
に
よ
り

思
惟
を
否
定
せ
ん
こ
す

る
の
で
あ
る
。

こ
の
中
、
生
滅
は
縁
起
觀
で
あ
り

一
異
は
實
相
觀

で
あ
る
。
去
來
は
自
我
の
流
轉
で
あ
り

斷
常
は
自
我
の
滅
不
で
あ

る
。
こ

0

れ
世
界
親
、こ
自
我
觀
、こ
の
理
論
を
概
括
し
て
範
囀
で
あ
る
」

か

㌧
る
見
地
に
立

つ
な
ら
ば
八
個
の
範
疇
は
何
れ
の

一
を
缺
く
こ
ーこ
を
も
許
さ
れ
ざ
る
密
接
な
る
關
係
に

置
か
れ
て
ゐ
る
・こ
考

へ
ら
れ
な

け
れ
ば

な
ら
な

い
。
吾
々
は
嘉
祚
の
見
解
・こ
今
の
所
引
、こ
を
比
較
す
る
ε
き
に
轉
た
今
昔
の
感
に
堪

へ
ざ
る
も
の
で
あ

る
が
、

前
者
に
於
て

は
對
既
成
教
學
的
傾
向
に
對
し
て
論
か
れ
後
者
に
於
て
は
理
論
的
必
然
性
の
考
案
が
重
要
親
さ
れ
て
ゐ
る
。

こ
の
兩
者
に
於
け
る
觀
點
相
互
の
間
に
は
相
當
な
る
距
の
あ
る
こ
ーこ
が
認
め
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
が
、

然
し
兩
者
共

に
八
不
相
互
聞
に
於

て
は
営
然
の
順
序
、こ
必
然
の
關
係
こ
の
存
す
る
こ
、こ
を
暗
に
認
め
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
八
不
相
互
聞

に
於
け
る
關
係
を
明
確

に
す
る
こ
、こ
は
八
不
杢
體
の
意
義
を
把
握
し
、
八
不
の
指
示
せ
ん
・こ
す
る
・こ
こ
ろ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
甚
だ
有
意
義

で
あ
り

極
め
て
肝
要

な
る
こ
ーこ
㌧
考

へ
ら
れ
る
か
ら
次
下
に
於
て
中
論
諸
本
の
註
解
の
助
力
を
得
て
八
不
各

々
の
對
究
に
入
る
こ
ε
」
す
る
。

先
づ
不
生
亦
不
滅
の
語
に
つ
い
て
考
察
す
る
、
龍
樹
が
こ
の
生
滅
の
否
定
を

一
偈
の
最
初
に

置
い
た
の
は
決
し
て
偶

然
の
事
で
は
な
く
、

相
當
重
要
な
る
意
味
が
あ
る
や
う
で
あ
る
Q
凡
夫
的
立
塲
に
立
つ
限
の
生
滅
の
漑
念
が
四
雙
八
迷
の

中
最
も
重
要
な

る
固
執
對
象
で
あ
る
こ

、こ
は
疑
を
容
れ
な

い
。

梵
文
並

に
藏
文
に
よ
る
限
り
八
不
は
文
法
上
縁
起
を
規
定
す
る
も
の
、こ
考

へ
ら
れ
る
か
ら
、
不
生
不
滅
・こ
い
ふ
塲
合
も

「
不
生

不
滅
な
る

縁
起
」

、こ
い
ふ
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
然
し
こ
の
瘍
合

「
不
生
不
滅
な
る
縁
起
」
の
語

に
關
し
て
嚴
密
に
は
二
の

考
察
が
可
能
で
あ

る
。

一
に
は

「
縁
起
法
が
不
生
不
滅
の
も
の
で
あ
る
」
、こ
い
ふ
考

へ
方
で
あ
り
、

他
は

「
諸
法
が
不
生
不
滅
で
あ
る

こ
・こ
を
詮
く
縁
起
法
」
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¶こ
い
ふ
見
方
で
あ
る
。
こ
の
二
の
見
方
は
絡
局
に
於
て
は
意
味
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

次
に
考
察
す
る
諸

註
に
於
て
は
或
は
兩
者

を
混
読

し
或
は
こ
の
何
れ
か

一
方
の
意
を
説
き
所
説
は

一
定
し
て
ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。

先
づ
青
目
の
註
に
よ
れ
ば

「
生

相
は
決
定
し
て
不
可
得
な
る
が
故
に
不
生
あ
り
。
不
滅
・こ
は
、
若
し
生
な
く
ん
ば
何
ん
ぞ
滅
あ
る
こ
,こ
を
得
ん
。

生
な
く
滅
な
き
を

以
て
の
故
に
餘
の
六
事
も
亦
な
し
」

、こ
八
不
相
互
の
關
係

に
論
及
し
て
生
滅

の
否
定
に
よ
り
必
然
的
に
他
の
六
事
が
否
定
さ
れ
る
も
の
,こ
な
し
て
ゐ
る
が

、

更
に
次
の
部
分
に

於
て
四
雙
八
迷
を
別
釋
し
て
い
ふ
。

復
た
次
に
萬
物
は
生
す
る
こ
、こ
な
し
。
何
を
以
て
の
故

に
。
世
間
現
見
の
故
に
。

世
間
は
劫
初
の
殻
生
ぜ
ざ
る
を

現
見
す
。
何
を
以
て
の

故
に
。

劫
初
の
殻
を
離
れ
て
は
今
の
殻

は
得
べ
か
ら
す
。

若
し
劫
初
の
殻
を
離
れ
て
今
匪
殼
あ
ら
ば
則
ち
應
に
生
す

る
こ
ご
あ
る
べ
し
。
・而

も
實
に
は
爾
な
ら
す
。

こ
の
故
に
不
生
な
り
L

帥
ち

こ
瓦
の
文
意
に
よ
れ
ば
、
世
間
現
見
の
故
に
帥
ち
常
識
的
立
傷
に
於
け
る
認
識
經
驗
に
よ
つ
て
殼
物
の

生
滅

は
否
定
さ
れ
る
、こ
い
ふ

の
で
あ

る
。

こ
の
部
分
を
藏
譯
に
對
照
し
て
見

る
、こ
趣
旨
は
大
、體
同
樣
で
あ
る
が
そ
の
表
現
は
多
少
複
雜
な
る
嫌
が
あ

る
。

註
釋

の
初
め
の
部
分
に
於
て
は
、

「
そ
こ
に
滅
な
し
、こ
い
ふ
は
、
此
の
縁
起
の
中
に
は
滅
あ

る
こ
,こ
な
し
。
何
故
ご
な
れ
ば
生
な
け
れ
ば
な
り
。

生

な
し
、こ
い
ふ
は
滅
な
け

⑥

れ
ば
な
り
」

こ
の
論
法
は
、
聊
か
妙
な
や
う
で
は
あ
る
け
れ
,こ
も
縁
起
法
の
中
に
生
滅
な
し

ご
解
す
る
は
恰
當
を
得
た
か
の
觀
が
あ
る
。
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つ
い
で
次
の
部
分

に
別
繹
し
て
、
或
は
滅
の
概
念
を
分
柝

し
て
己
滅

・
未
滅
の
存
せ
ざ
る
こ
ーこ
よ
り
滅
の
概
念
を
破
し
、

或
は
自
性
な
き

が
故

に
滅

は
存
在
せ
す
、こ
論
じ
、或
は
名

畠
ヨ
p
・こ
有
名

ab
liidh
eya
',　v
ち
形
式
、こ
内
容
の
兩
者
な
き
が
故
に
滅
の
存

す
る
理
な
し
ーこ
説
き
、

最
後

に
於
て
青
目
の
註
・こ
同
樣
に
、
劫
初
の
殻
物
ε
現
存
の
殻
物
・こ
の
關
係
を
も
つ
て
例
證
し
て
ゐ
る
。

叉

こ
の
問
題
に
關
す
る
嘉
詳
の
見
解
は
後
世
三
論
教
學
の
指
南
た
る
五
句
ー

ω
實
生
實
滅

②
不
生
不
滅

⑧
假

生
假
滅

四
假
不
生
假

不
滅

㈲
非
生
滅
非
不
生
滅
、
三
中
ー
ω
世
諦
中
道

②
眞
諦
中
道

⑧
二
諦
合
明
中
道
、
の
組
織
を
も

つ
て
精
細
を

極
め
て
は
ゐ
る
け
れ

さ
も
寧

ろ
繁
錙
の
感
を
さ

へ
覺
ゆ
る
も
の
が
あ
る
。

.何
れ

に
し
て
も
こ
れ
等
數
多
の
註
繹
の
説
く
ε
こ
ろ
は
所
読
混
然
、
論
理
漠
然
・こ
し
て
む
し
ろ

偈
頌
相
互
間
の
論

理
的
關
係
を
亂
し
て
ゐ

る
か

の
如
き
憾
さ

へ
あ
る
。

そ

こ
で
不
生
不
滅
の
義
に
對
す
る
正
し
き
理
解
に
對
し
て
は
龍
樹
自
身
の
所
詮
に
屡
す
る
中
論
觀
因
縁
品
第

一
、
特
に

そ
の
中
の
三

・
四

の
兩
偈

を
見
る
べ
き
で
あ
る
。

「諸

法
は
自
よ
り
生
ぜ
す
。
亦
た
他
よ
り
生
ぜ
す
。
共
よ
り
な
ら
す
無
因
よ
り
な
ら
す
。

是
の
故
に
無
生
,こ
知
る
」

こ
の
偈
に
相
當
す
る
梵
文
を
見
れ
ば

「
何
處
に
於
て
も
、
何
時
に
於
て
も
、
何
で
あ
つ
て
も
、
諸
の
存
在
に
し
て
そ
れ
自
身
生
じ
た
る
も
の
、

他
よ
り

(
生
じ
た
る
も
の
)
共

0

よ
り

(生
じ
た
る
も
の
)
、
無
因
よ
り

(生
じ
だ
る
も
の
)
は
な
い
」

般
若
燈
論
並
に
藏
文
に
於
け
る
相
當
文
も
殆
ん
,ご
旨
趣
を
等
し
く
し
て
は
ゐ
る
が
、
こ
れ
等
に
よ
れ
ば
、

諸
の
存
在
ε
い
ふ
こ
ご
が
、
時

聞
的
、
室
聞
的
、
性
質
的
に
限
定
さ
れ
そ
し
て
否
定
さ
れ
て
ゐ
る
。
從

つ
て
此
處
で
は
生
す
る
す
べ
て
の
瘍
合
な
る
四
生
が
否
定
さ
れ
、

そ

の
結
論

・こ
し
て
諸
法
の
生
の
否
定
が
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
か

」
る
生
に
對
す
る
自
然
的
立
傷
に
於
け
る

執
着
の
中
特
に
顯
著
な
も
の
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は
所
謂

ゆ
る
自
生
-
帥

ち
存
在

(
U
h　,va
)
が
自
性

(
。・くρσ
高
6
)
を
も

つ
て
そ
れ
自
身

に
於
て
生
死
轉
化
す
る
ー

、こ
い
ふ
偏
見
で
あ
る
。
そ

れ
故

に
か
絮
る
自
性
を
執
す
る
見
界
に
對
す
る
是
丐

こ
し
て
、
存
在
が
自
よ
り
生
す
る
も
の
で
な
い
、こ
い
ふ
こ
ご
主
張
を

第
四
偈
に
於
て
次

の
如
く

い
ふ
。

「
諸
法
の
自
性
の
如
き
は
縁
中
に
あ
ら
す
。
自
性
な
き
を
以
て
の
故
に
他
性
も
亦
な
し
し

⑧

「諸

の
存
在
の
自
性
は
縁
等
の
中
に
な
い
か
ら
、
自
性
の
な
き
が
故
に
他
性
は
な

い
」

か
く
の
如
く
こ

」
に
於
け
る
文
勢
よ
り
す
れ
ば
、
不
生
ご
は
四
生
の
否
定
す
な
は
ち
諸
法
に
生
な
き

こ
、こ
の
主
張
で
あ
る
。

不
滅
は
不
生

の
裏
面
で
あ
り
、
嚴
密
な
る
意
味
よ
り
す
れ
ば
不
生
の
語
ば
不
滅
を
豫
想
し
て
ゐ
る
こ
、こ
は
論
を
俟
た
な
い
。

こ
の
瘍
合

「
般
的
理
解

に
隨

つ
て
生

・こ
は

「
本
無
今
有
」
滅

・こ
は

「
有
己
遽
無
」

・こ
定
義
づ
け
ら
れ
ろ
な
ら
ば
、
龍
樹
が
中
論
卷
頭
に
於
け
る

最
初
の
努
力
を
、
か
㌧
る

生
滅
に
滯
る
外
道
並
に
既
成
教
學
の
謬
見
の
排
斥
に
傾
注
し
た
こ
、こ
は
甚
だ
意
味
深
い
こ
ーこ
で
あ
る
。

炯
眼
の
士
そ

し
て
佛
論
の
宣
揚
者
た

る
龍
樹
が
外
道

・
小
乘
の
み
な
ら
す
總
べ
て
の
固
執
は
有
筌
を
通
じ
て
こ
れ
を
論
破
し
、
そ
の
當
體
に
於
て
、

第

一
原
理
、こ
し
て
如
來
の
詮

き
、
佛
陀

の
高
調
さ
れ
た
る
縁
起
法
た
る
や
曾
つ
て
無
に
し
て
今
あ
る
も
の
に
も
あ
ら
す

(
不
生
)
、
今
あ
つ
て
當

に
無
に
還
る
べ
き
も
の

に
も
あ

ら
す

(
不
滅
)
、
實
に
そ
れ

は
三
世

一
貫
の
大
法
た
る
こ
、こ
を
喝
破

せ
し
r
7　/)は
蓋
し
當
然
の
こ
ご
な
の
で
あ
る
。

寔

に
相
依
相
資

の
深
旨

に
よ
る
縁
起
の
理
た
る
や
そ
の
詮
表
に
當

つ
て
は
不
生
亦
不
滅

、こ
い
ふ
處
中
論
法
的
規
定
に
よ
り
、

辨
證
法
的
な
表
現
を
用
ひ
た
の

は
蓋
し
當
を
得
た
も
の
、こ
謂
は
れ
う
る
で
あ
ら
う
。

②

か

x
る
規
定
に
よ
つ
て
必
然
的
に
想
起
さ
れ
る
問
題
は
ー

龍
樹
當
時
の

異
學
異
見
が
そ
う
で
あ

つ
た
や
う
に
1

常
佳
性
に
對
ず
妄
る

執
で
あ

る
。
そ
れ
故

に
不
生
不
滅
の
定
立
に
踵
を
接
し
て
斷
常
二
見
に
對
す
る
破
斥
を
必
要
-こ
す
る
。

こ
の
斷
常
二
見
の
否
定
に
關
し
て
は
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青
目
も

「
若

し
深
く
不
常
不
斷
を
求
む
れ
ば
帥

ち
不
生
不
滅
な
り
。
何
を
以
て
の
故
に
。

法
も
し
實
有
な
ら
ば
帥
ち
應

に
無
な
る
べ
か
ら
す
。
先

有
今
無

は
印
ち
斷
な
り
。
若
し
先

に
性
あ
れ
ば
帥
ち
是
れ
を
常
、こ
な
す
。
是
の
故

に
不
常
不
斷
は
帥
ち

不
生
不
滅

に
入
る
・こ
説
く
」

・丶三
蘇
て
不
常
不
斷
の
規
定
は
不
生
不
滅

の
規
定
よ
り
當
然
誘
導
さ
れ
う
る
性
質
の
も
の
ーこ
考

へ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
し
、

龍
樹
自
身
も
こ

の
部
分

に
關
し
て
は
何
ら
觸
れ
て
ゐ
な
い
。
叉
、
蔵
文
に
於
て
も
不
生
不
滅

に
對
す
る
く)殆
ん
,ご
同
樣
の
筆
法
を
も

つ
て

種
子
、こ
芽
ご
の
微

妙
な
る
關
係
を
例
、こ
し
て
註
襌
を
な
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
註
釋
は
何
れ
も
不
常
不
斷
の
規
定
を
諸
法
ご
い
は
る
丶
諸
の
享
象

に
つ
い
て
考

察
し
て

ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
淪
理
的
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
縁
起
に
對
す
る
規
定

・こ
し
て
の

不
生
不
滅
の
言
詮
は
す
で
に
中
淪
三
相
品

に

論
じ
ら
れ
て
ゐ
る
如
く

一
の
缺
陥
を
も

つ
。
そ
れ
は

「
生
」
、こ

「滅
」
Σ
の
反
對
概
念

に
對
し
て

必
然
的
に

「
佳
」

・こ
い
ふ
が
如
き
中
問
概

念
が
想
起
さ
れ
る
こ
ーこ
で
あ
る
。
縁
起
法
が
三
世

一
貫
の
法
で
あ
る
、こ
い
は
れ
る

塲
合
-こ

一
般

に
常
佳
性
を
主
張
す
る
常
見
こ
は
概
念
的
に

は
甚
だ
接
近
し
て
ゐ
る
や
う
に
考

へ
ら

れ
る
け
れ
,こ
も
、
三
世

一
貫
の
法

こ
し
て
の
縁
起
法
の
常
佳
性
は

生
滅
の
中
聞
概
念
九
る

「
佳
」
に

よ
つ
て
規
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
斷
常
二
見
を
否
定
せ
る
領
域

に
於
て
規
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
謂
は

f
不
常
不
斷
な
る
常
住

性
を
も

つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
か

曳
る
こ
、こ
の
闡
明
を
目
指
し
て
不
常
不
斷
の
處
中
論
法
的
表
現
に
よ

つ
て

佛
諡
の
第

一
原
理
た
る
縁
起
の

理
を
窺
知
せ
ん
、こ
す
る
努
力
が
、
必
要
、こ
さ
れ
た
も
の
、こ
思
は
れ
る
。

③

次
に
不
來
不
出
を
考
察
す
る
。
羅
什
譯
に
於
け
る
不
來
不
出
は
、
諸

他
の
翻
譯
に
そ
う
あ
る
や
う
に
不
來

不
去
、こ
い
ふ
の
に
相
同
じ

い
。

上
述
の
如
く

「
生
』
,滅
」
の
中
聞
漑
念
九
る

「
住
」
の
概
念
は
不
常
不
斷
の
規
定
に
よ
つ
て
存
在
性
を
失

ふ
け
れ
,こ
も
、
こ
の

「
住
」
ご
い

ふ
概
念

は

一
方
に
於
て
は

「
去
し
、
一、來
」
の
中
聞
概
念
、こ
も
考

へ
ら
れ
る
や
う
で
あ

る
。
「
住
」
の
概
念
の
否
定
が

「
去
」
「來
」
何
れ
か
叉
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は
兩
方

へ
の
執
着
を
來
す
な
ら
ば
そ
れ
は
果
敢
な
く
も
限
り
な
き
妄
執
に
絡
始
す
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、

論
理
的
透
微
叉
は
悟
的
立
翳
よ

り
す
れ
ば
そ
れ
は
明
な
る
論
過
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
け
れ
ヲこ
も
、
常
識
的
凡
夫
的
立
塲
に
滯
り
妄
執
息
む
二
、こ
な
き
機
根
に
對
し
て

不

來
不
去

の
規
定
は
當
然
な
さ
る
べ
き
こ
、丶て

考

へ
ら
れ
る
。

こ
の
不
來
不
出
の
句
に
封
す
る
理
解
の
方
法
は

各
註
解
に
よ
つ
て
そ
れ
ム
丶
異

る
や
う
で
あ
る
。

青
目
に
よ
る
な
ら
ば

「
來

、こ
は
、
諸
法
は
自
在
天

・
世
性

・
微
塵
よ
り
來
る
ご

い
ひ
、
出
-こ
は
、
還
去
し
て
本
處
に
至
る
」

ご
て
諸
法
の
來
出
に
關
し
て
こ
れ
を
註
し
て
ゐ
る
が
、
之
れ
に
對
す
る
藏
文
の
相
當
個
處
に
於
て
は

⑨

「
來
な
し
去
な
し
、こ
は
虚
筌
の
如
く
」

・こ
い
ひ
、
後
の
部
分

に
於
て
漢
譯
、こ
同
形
式
を
も
つ
て
劫
初
の
硬
米

・こ
種
子
の
關
係
を
引
用
し
て
不
來
不
去
の
義
を
例
證
し
て
ゐ
る
。

縁

起
の
規

定
、こ
し
て
は
藏
文
の
初
の
部
分
の
方
が
含
蓄
多
き
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ら
う
け
れ
,こ
も
、

か

㌧
る
不
來
不
去
の
意
を
英

譯
す
る

に
當

つ
て

Sch
erbatsk
y
氏
が

N
oth
it
m
w
es,
N
eith
er
h
either
n
or
th
ith
er

n

ご
な

し
て
ゐ
る
の
は
寧
ろ
運
動
そ
の
も
の

」
否
定
の
如
く
に
も
解
さ
れ
る
し
、

≦
靉濠
い・。①鴇
氏
の
觸
譯
は
漢
譯
・丶}同
意
義
を
示
す
。

か

x
る
不
來
不
去
の
理
解
を
龍
樹
自
身
の
説
明
に
聞
く
な
ら
ば
、

中
論
觀
去
來
口加
第
二
は
實

に
こ
の
不
去
の
論
證

(必
然
的
に
不
來
の
論
證

を
含
む
)
に
絡
始
し
て
ゐ
る
。

言

去
曇

あ
る
三

」な
し
・
委

に
も
変

去
な
し
・
昊

柔

蓄

籬

れ
て
纛

に
も
変

去
な
緬
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N

「
動
あ

る
處
に
則
ち
去
あ
ら
ん
。
去
の
中
に
去
時
あ
り
。
己
去
-こ
未
去
、こ
に
は
あ
ら
す
。
是
の
故
に
去
時
に
去
あ
り
」

⑫

「
云
何

ん
が
去
時
に
於
て
而
も
當
に
去
法
あ
る
べ
け
ん
。
若
し
去
法
を
離
る
れ
ば
去
時
は
不
可
得
な
れ
ば
な
り
」

こ
の
三
偈
は
次
第
の
如
く
、
過
去

・
現
在

・
未
來
の
三
時
を
離
れ
て
去
法
な
く
、
亦
た
去
法
は
動
の
あ
る
・こ
こ
ろ

帥

ち
去
り

つ
曳
あ

る
、こ

き
に
の
み
可
能
で
あ

る
が
、
然
し
去
法
を
離
れ
て
は
去
り
つ
』
あ
る
時
は
考

へ
ら
れ
な
い
、

こ
の
故
に
去
法
は
存
す
べ
く
も
な

い
ーこ
い
ふ
意

味
の
高
調
で
あ
る
。
故
に
龍
樹
の
見
解
に
よ
れ
ば
不
來
不
去
-こ
い
ふ
の
は
實
在
-こ
し
て
考

へ
ら
れ
た

去
來
の
概
念
の
否
定
-こ
し
て
考

へ
ら
れ

る
oか

く
こ
の
不
來
不
去
の
意
味
は
表
面
的
に
は
種
々
に
解
さ
れ
る
や
う
で
あ
る
け
れ
ε
も
そ
の
指
示
す
る
、こ
こ
ろ
は
、

縁
起
・こ
い
ふ
語
に
つ

い
て
、
所
謂
ゆ
る
縁
起
無
爲

、こ
い
は
れ
る
如
く
、
縁
起
に
特
別
の
實
體
あ
り
,こ
い
ふ
意
味
で
そ
の
常
佳
性
を
認
め
る
こ
ーこ
は

佛
詮

へ
の
背
反

で
は
あ

る
け
れ
,こ
も

「
此
れ
あ
る
に
よ
つ
て
彼
あ
り
彼
あ
る
に
よ
つ
て
此
れ
あ
り
」
・こ
の
關
係
そ
の
も
の
」
常
住
な
る
こ
、こ
を

認
め
る
、こ
い

ふ
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
か
玉
る
縁
起
た
る
や
勿
論
自
在
天
所
生
で
あ
る
筈
な
く
、

叉
世
性
よ
り
來
れ
る
も
の
で
な
く
微
塵
に
よ
つ
て
構

成
さ
れ
て

ゐ
る
も
の
で
も
な
い
わ
け
で
あ
り
、
辱
か
Σ
る
作
る
こ
Σ
な
く
叉
作
ら
る
曳
こ
、こ
な
く
炳
・こ
し
て
三
世
に
謬
る
な
き

法
爾
の
理
は
素

よ
り
動
轉

の
由
な
く
來
去
を
問
は
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
も
の
ーこ
言
ひ
え
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
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最
後

に
不

一
不
異
に
つ
い
て
考
察
す
る
Q
こ
の

一
異
の
節
薩
}に
つ
い
て
は
註
釋
書
杢
體
が

明
確
な
解
釋
を
も
た
な

い
け
れ
さ
も

、元
來
こ

の

一
異

の
語
そ
の
も
の
が
甚
だ
明
瞭
で
な
い
。
概
念
的
な
考
察
に
よ
る
な
ら
ば
善
通
の
用
語
例
ご
し
て
は
、

一
對
多
、
同
對
異
が
對
40
の
や

う
で
あ
る
。
生
滅

・
斷
常

・
去
來
の
對
句
に
封
し
て
こ
の
塲
合
の
み
が

一
對
異
の
反
則
に
お
か
れ
て
ゐ
る
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。

梵
文
並



に
藏
文

に
對
す
る
和
譯
も
漢
譯
の
譯
語
を
踏
襲
し
た
關
係
上
も
あ
ら
う
が
何
れ
も

一

(義
)異
(義
)
を
樹
立
せ
し
め
て
ゐ
る
。

唯
だ
般
若
燈

論
の
み
が
非

一
非
種
々
-こ
解
し
て
ゐ
る
が
、
こ
の
種

々
-こ
い
ふ
言
辭
は
異
-こ
解
す
る
よ
り
も

寧
ろ
多
、こ
解
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
か

ら
こ
玉
で
は

一
對
多
を
設
く
も
の
ーこ
考

へ
ら
れ
'
W
a
llesse
r
氏
に
よ
つ
て

o
hn
e
国
in
冨
it,oh
n
e
V
ielh
eit
ミ
　
さ
れ
て

ゐ
る
の
は
寺
本
教
授

⑬

に
よ
れ
ば
誤
譯
で
あ
る
け
れ
さ
も
矢
張
り

一
對
多
の
關
係
を
詮
く
も
の
ご
見
ら
れ
る
。

こ
れ

に
關
し
て

S
cheき
astk
y
氏
は
次
の
如
く
い
ふ
。

N
oth
ing
is
identica
l
(w
ith
itself)
,
N
or
anyth
ing
d
iffere
ntia
te
d

「
何
物
も

(
そ
れ
自
身

-こ
)
同
じ
で
は
な

い
、
叉
何
物
も
區
別
さ
れ
て
な
い
」

十
二
門
論
觀

一
異
門
の
所
説
も
亦
た
、
相
ご
可
相

(す
な
は
ち
相
せ
ら
る
製
も
の
)
・こ
の
問
に
於
け
る

同

一
性

・
相
異
性
の
問
題
に
つ
い

て
論
じ
て
ゐ
る
。

こ

製
に
於
て
は
寧
ろ
同
對
異
ハの
對
立
で
あ
る
。
こ
の
不

一
不
異
の
義
に
關
す
る
諸
註
の
理
解
を
聞
け
ば
、

共

に
殻
物

・こ
芽

ε
の
關
係
を
あ

げ
て
兩
者

の

一
な
ら
す
異
な
ら
ざ
る
こ
マ」を
諡
く
。

青
目

は
八
事
を
説
く
理
由
の
下
に

「
若
し

一
な
ら
ば
則
ち
縁
な
く
、
若

し
異
な
ら
ば
則
ち
相
績
な
し
。
後

に
當
に
種

々
に
破
す
べ
し
。

是
の
故
に
復
た
不

一
不
異
、こ
説
く
」

-こ
い
ひ
、
次
い
で
不
生
不
滅
の
註
解

こ
同
形
式
の
註
解
を
施
し
て
ゐ
る
が
、

藏
文
は

一
暦
複
雜
で
あ
つ
て
或
は
我
陰

の

}
異
を
論
じ
、
或

は
數
論

・
勝
論
等
に
於
け
る
因
果

「
異
問
題
を
掲
げ
て
、
次
に
青
目
の
註
に
同
じ
く
殼
物
-こ
芽
ミ
の
聞

に
於
け
る

一
異
關
係
を

論

じ

て

ゐ

る
。
こ

れ
ら
の
註
繹
に
於
て
吾
々
は
博
引
を
認
め
る
こ
ぐ」
は
出
來
る
に
し
て
も
そ
の
何
れ
に
於
て
も
論
歩
の
明
快
を

許
す
こ
・こ
は
出
來
得
な

い
や
う
で
あ
る
。
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か
く
の
如
く
不

咽
不
異
の
解
釋
に
當

つ
て
は
、

}
對
異
、

「
對
多
、
同
對
異
、
、こ
大
體
三
の
見
解
が
認
め
ら
る

玉
け

れ
,こ
も
、

こ
の
こ
ミ

を
諸
註

に
問
ふ
て
明
な
ら
ざ
る
吾
々
に
、こ
つ
て
は
こ
れ
を
如
何
に
倉
得
す
る
か
ゴ
此
處
で
の
關
心
事

・こ
な
つ
て
く
る
。

理
論
的
徹
底
を
期
す
る
立
瘍
よ
り

一
異
の
義
を

一
對
多
の
意
、こ
解
す
る
な
ら
ば
そ
れ
は

數
的
叉
は
量
的
な
規
定
ご
考

へ
ら
れ
る
し
、
同
對

異
の
關
係
、こ
見
る
な
ら
ば
そ
れ
は
質
的
な
傾
向
が
著
し
い
や
う
で
あ
る
、
帥
ち

一
對
多
の
意

・こ
解
す
る
な
ら
ば
、

カ

ン
ト
の
範
疇
論
に
於
け

る
そ
れ
の
如
く
、
[、
一
」
「
多
」
の
反
對
概
念
の
中
間
概
念
-こ
し
て

「
全
」
・こ
い
ふ
如
き
概
念
が
考

へ
ら
れ
る
や
う
で
あ

る
。

か
く
て
こ
の
塲

合
に
於
て
は
不

一
不
異
の
規
定
は
全
的
な
る
方
向

へ
の
示
唆

、こ
も
見
ら
れ
る
。
勿
論
こ
の
傷
合
に
於
て

全
的
、こ
稱

せ
ら
る
曳
も

の
は
部
分
的

に
封
す

る
も
の
で
は
な
く
前
述
の

「
不
常
不
斷
な
る
常
住
性
」
・こ
い
ふ
の
・こ
同

一
理
路
の
下
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
對
異
の

關
係
を
詮
く

o。号
奠
冨
審
す

氏
の
意
見
に
よ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
同
律
の
否
定
で
あ

る
。

か
エ
る
見
界
は

判
斷
中

止

へ
の
方
向
を
指
示
す

る
も
の

こ
し
て
、
重
大
な
る

一
の
暗

示
を
八
不
の
見
方
に
對
し
て
與

へ
て
ゐ
る
、こ
い
へ
る
。
更

に

圖
異
の
問
題
に
關
し
て

論
理
的
推
究
を
進

め
る
な

ら
ば

「
純

一
」
對

「
雜
多
」
の
關
係
・こ
見
る
こ
ε
も
出
來
る
や
う
で
あ
る
。
か

玉
る
考

へ
方
を
縁
起
の
規
定

に
適
用
す
る
な
ら
ば
、

眞
の
縁

起
法
た
る
や
純

「
の
衿
る
も
の
で
も
な
く
雜
多
を
憂

へ
る
も
の
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
爾
概
念
の
拒
否
に
於
て

考
察
さ
る
べ
き
も
の
な

る
こ
ご
を
主
張
す
る
も
の
、こ
思
は
れ
る
。

か
く
種
々
の
見
方
が
存
す
る
げ
れ
,こ
も
、
こ
れ
ら
に
對
し
て
吾
々
は
縁
起
の
規
定
ご
し
て
の

本
來
の
目
的
に
背
か
ざ
る
限
り
各
々
の
解
釋

は

一
應
許
さ
れ
て
よ
い
ーこ
思
ふ
。
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三

縁

起

の

意

義

上
に
於
け
る
八
不
、
す
な
は
ち
八
個
の
範
畴
の
考
察
に
つ
い
て
、
先
づ
吾
々
の
氣
付
く
こ
、こ
は
八
不
の
各
々
の
意
味

に
つ
い
て

】
定
の
解



釋
を
見
出
す
こ
・こ
の
困
難
な
こ
、こ
で
あ
る
。
こ
の
や
う
に
八
不
の
各
々
が
靦
方
に
よ
つ
て
は
如
何
樣
に
も

解
釋
さ
れ
う
る
ーこ
い
ふ
こ
ーこ
は
註

釋
家
の
不
用
意
叉
は
八
不
個

々
の
意
味
が
明
瞭
を
缺
く
こ
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
古
來
八
不
全
體
-こ
し
て
の
意
味
が
重
要
視
さ
れ
て
來
た

た
め
・こ

考

へ
る
方
が
爰
當
で
あ
る
や
う
で
あ
る
。
八
不
が
八
事

・
八
迷

・
八
計

・
八
謬
等
ご
云
は
れ
て
來
た
や
う
に
生
滅
去
來

一
異
斷
常
の

八
の
概

念
は

一
切
の
妄
執
概
念
を
こ
の
八
個
の
範
畴

に
總
括
し
た
も
の
ーこ
思
は
れ
る
。
從

つ
て
八
不
縁
起
、こ
い
は
れ
る
縁
起
は

一
切
の
妄
執
漑
念
の

不
に
於
て
考

へ
ら
る
べ
き
縁
起

ご
い
ふ
意
味
で
あ
る
。

か
く

一
切
概
念
の
否
定
に
於
て
考
察
さ
る
べ
き
縁
起

Σ
い
ふ
塲
合
、
縁
起
の
表
現
は
概
念
的
に
は
極
め
て

淌
極
的
な
表
現
に
據
つ
て
お
り

そ
の
積
極
性

に
關
し
て
何
ら
窺
知
す
る
こ
ε
が
出
來
な

い
や
う
に
も
思
は
れ
る
け
れ
っこ
も
、
論
理
的
に
は
殘
さ
れ
九

唯

一
の
表
現
-こ
い
は
れ

う
る
こ
、こ
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
的
な
そ
し
て
部
分
的
な
意
味
し
か
持
ち
え
な
い
吾
々
の
知
識
漑
念
の
中
に

有
無
剿
斷
の
彼

岸

に
屬
す
べ
き
縁
起
の
理
を
積
極
的
に
表
現
し
う
る
概
念
を
求
む
る
こ
、こ
は
火
の
中
に
水
を
求
む
る
の
愚
に
等
し
い
。

か
玉
る
理
路
に
對
す

る
中
論

の
表
現
を
か
る
な
ら
ば

「
一
切
の
覺
知
寂
滅
し
、
戲
論
寂
滅
し
て
安
穩
で
あ
る
。
何
處
に
於
て
も
誰
に
對
し
て
も
、

佛

に
よ
つ
て
何
の
法
も
読
か
れ
た
こ
・こ
は
な

ti
い
」

⑮

「
戲
論
を
超
え
て
不
滅
な
る
佛
陀
を
戲
論
す
る
ーこ
こ
ろ
の
者
、
彼
等
は
戲
論
に
害
せ
ら
れ
て
如
來
を
見
な

い
」

縁
起

に
對
し
て
積
極
的
な
る
概
念
的
表
現
を
求
む
る
限
0
そ
れ
は
所
詮
戲
論
で
し
か
あ
り
え
な

い
。

何
故
な
ら
ば
八
不
の
指
示
す
る
ーこ
こ

ろ
は
有
無
判
斷
を
脱
離
せ
る
境
地
で
あ
り
常
識
的
立
塲
を
排
除
せ
る
領
域
だ
か
ら
で
あ
る
。

か
玉
る
理
解
に
立
脚
し
て
龍
樹
に
於
け
る
極
め
て
著
し
い
否
定
的
傾
向
は
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

佛
歡
の
究
竟
目
的
・こ
す
る
如

來

・
浬

槃
等
に
對
す
る
否
定
は

一
見
詭
辯
に
矚
す
る
か
・こ
さ

へ
思
は
し
む
る
も
の
が
あ
る
け
れ
,こ
も
、
こ
の
論
歩
に
據

る
限
り
冉

現
象
的
世
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界
た
る
噛こ
概
念
的
領
域
た
る
ーこ
を
問
は
す
、
有
無
判
斷
の
對
象
た
る
も
の
、
戲
論

に
屬
す
る
も
の
、

固
執
の
對
象
-こ
な

る
も
の
、
そ
れ
等
す

べ
て
は
否

認
さ
る
べ
き
當
然
の
理
路
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
敢

へ
て
如
來
た
る
ご
涅
槃
た
る
ε
を
問
ふ
べ
き
で
は
な
い
。

如
來
の
如
來

-こ
す
べ
き

は
如
來
に
あ
ら
す
、
浬
槃
の
涅
槃
.こ
す
べ
き
は
涅
槃
に
あ
ら
す
、こ
す
る
立
場
は
決
し
て
如
來

.
涅
槃
の
否
認
で
は
な
べ
、

た

璽
相

む

對
的
概
念

的
な
る
如
來

・
浬
槃
の
拒
否
で
あ
り
、
そ
れ
は
軈

て
如
實
な
る
如
來
涅
槃
の
顯
彰
を

意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

立
瘍
こ
そ
正
し
く
八
不
の
指
示
せ
ん
、こ
す
る
領
域
な
の
で
あ

る
。
八
不
の
指
示
す
る
領
域
の
表
現
に
際
し
て

概
念
的
執
着
に
滯
る
限
り
龍
樹

の
否
定
的
態
度

は
無
窮
で
あ
る
、
そ
れ
は
別
な
語
を
藉
る
な
ら
ば
存
在

一
般
の
絶
對
滅
で
あ
り
、
言
詮
に
よ
る
表
現
の
拒
否
で
あ
る
。
更

に

い
へ
ば

可
能
的
最
上
の
表
現
は
絶
對
の
默
點
に
つ
き
る
・こ
さ

へ
云
は
れ
う
る
。
そ
れ
故
に
絶
對
否
定
の
貌
に
於
て

縁
起

の
實
質
を
表
現
せ
ん

ーこ
す
る
努

力
は
唯

一
の
正
し
い
方
法

-こ
云
は
れ
う
る
で
あ
ら
う
。

根
本
佛
諡

に
於
て
佛
陀
獨
自
の
思
想
的
立
塲
、こ
し
て
提
唱
さ
れ
た
縁
起
論
は
今
や
龍
樹
に
依
て
八
不
の
規
定
を
與

へ
ら
れ
、

こ
れ
は

(諸

法
は
如
何

に
し
て
あ
り
や
の
問
題
の
展
聞
、こ
共

に
)
更
に
他
語
し
て
室

黥
旻
讐
91
1こ
し
て
龍
樹
教
學

の
實
質
を
な
し
て
ゐ
る
け
れ
さ
も
こ
の

室
に
對
す

る
考
察
は
項
を
新

に
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

(龍
樹
研
究
の

一
小
節
)

⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

羽
溪
教
授
譯
國
譯

一
切
經
中

觀
部

一

P
.
5
S

寺

本
雅
教
授
譯
梵
澤
獨
對
校
西
藏
文
利
譯
中
論

無
畏
疏

噂
・
♂
b5

中
論

疏
卷

二
之
本

巾
論

疏
卷
四

境

野
教

授
薯
佛
教
研
究

法

喝
・
。。
。。
窃

寺

本
教

授
譯

梵
漢

獨
對
校
西
藏
文

和
譯
中
論
無
畏
疏

℃
°
α

42



⑮ ⑭ ⑬ ⑫ ⑪ ⑩ ⑨ ⑧ ⑦

朋
溪
教
授
譯
巾
論
觀
因
線
品
第
三
偈
梵
文
和
譯

(國
譯

一
切
綽
中
觀
部
一
℃
°α)

羽
溪
教
授
譯
中
論
觀
因
縁
品
第
五
偈
梵
夊
和
譯

(同
右

℃
㌔丶)

寺
本
教
捜
課
梵
漢
獨
對
校
西
藏
丈
和
譯
中
論
無
童
疏

℃
・q

中
論
觀
去
來
品
第
一
偈

申
論
觀
去
來
品
第
二
偈

中
論
觀
去
來
品
第
三
偈

寺
本
教
授
譯
梵
漢
獨
對
校
西
藏
夊
和
譯
中
論
無
畏
疏
解
題

℃
』

颯
溪
教
捜
譯
巾
論
觀
涅
槃
品
第
廿
四
偈
梵
夊
利
譯

(國
譯

一
切
經
中
観
部

一
℃
』
謡
)

豺
溪
教
授
譯
中
論
觀
如
來
品
第
十
五
偈
梵
丈
利
譯

(國
譯

一
切
經
中
觀
部

一
℃
』
皀
)
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