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二
〇
四

『正
法
眼
藏
』
に
お
け
る
修
と
証

粟

谷

良

道

一

道
元

の
修
証
観
に
つ
い
て
は
、
筆
者
が
敢
え

て
論
じ
る
ま

で
も
な

く
、
既

に
多
く
の
研
究
業
績
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
特
徴
に
つ
い

て
も
伝
統
的
な
定
説
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

た

と

え
ぽ
、
鏡
島
元
隆
氏
は
、
論
文

「本
証
妙
修
の
思
想
的
背
景
」

(宗
学
研
究
第
七
号
、
昭
和
四
十
年
五
月
)
に
お
い
て
、

道
元
禅
師
の
修
証
観
は
周
知
の
よ
う
に
本
証
妙
修
と
い
わ
れ
る
。
本
証
妙
修

と
は
、
修
行
の
出
発
点
を
凡
夫
の
位
に
お
か
な
い
で
、
仏
の
位
に
お
く
も
の

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
本
覚
門
的
修
証
観
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
述
べ
て
お
り
、
道
元
の
修
証
観
が

「本
証
妙
修
」
で
あ
る
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
内
舜
雄
氏
は
、
著
書

『道
元
禅
と
天
台
本
覚

法
門
』
(昭
和
六
十
年
六
月
、
大
蔵
出
版
刊
)
の
序
論
に
お
い
て
、

「本
証
妙
修
」
こ
そ
は
道
元
禅
の
真
髄
を
し
め
す
基
本
的
な
思
想
で
あ
り
、

き
わ
め
て
高
次
元
の
思
想
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
(
二
二
頁
)

と
述
べ
て
お
り
、
道
元
に
お
い
て

「
本
証
妙
修
」
が
基
本
的
な
思
想
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
出
発
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
道
元
の
修

証
観
は

「本
証
妙
修
」
と
し
て
伝
統
的
に
論

じ
ら
れ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
袴
谷
憲
昭
氏
が
論
文

「道
元
理
解
の
決
定
的
視
点
」
(宗
学

研
究
第
二
十
八
号
、
昭
和
六
十

一
年
三
月
)
に
お

い
て
、

一
般
に
道
元
禅
も
し
く
は
曹
洞
宗
の
宗
旨
と

し
て
人
口
に
膳
灸
し
て
い
る

「本
証
妙
修
」
な
ど
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
禅
師
理
解
の
決
め
手
に
な
る

ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
安
易
な
理
解
を
助
長
さ
せ
る
こ
と
に
し
か
な
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て

「
本
証
妙
修
」
を
道
元
理
解
の
決

め
手
に
は
な
ら
な
い
と
主

張
し
た
こ
と
に
よ
り
、
道
元

の
修
証
観
と
さ
れ
て
き
た

「
本
証
妙
修
」

を
め
ぐ
り
論
争
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
、
鏡
島
元
隆
氏
は
前
の
論
文

「本
証
妙
修

の
思
想
的
背
景
」
を
補
強

す
る
べ
く
、
新
た
に

「本
証
妙
修
覚
え
書
」
(駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
第

十
八
号
、
昭
和
六
十
二
年
十
月
)
を
発
表
し
、

私
は
、
先
学
が

「本
証
妙
修
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
道
元
禅
を
特
質
づ
け
た

こ
と
を
ま
ち
が
い
と
は
考
え
な
い
し
、
ま
た
私
が
こ
の
語
を
襲
用
し
た
こ
と
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二
〇
五

を
誤
り
と
も
思
わ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
今
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
語
を
用
い

て
道
元
禅
の
特
質
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
。

と
述
べ

て
自
ら

の
立
場
を
鮮
明
に
し

て
い
る
。
袴
谷
氏
が

「本
証
妙

修
」
を
道
元
禅
の
特
質
と
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
た
こ
と

に
対
し
、
そ
の
批
判
を
斥
け
、
道
元
禅

の
特
質
は
飽
く
ま
で
も

「本
証

妙
修
」
に
求
め
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

一
連

の
論
争
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
道
元
禅
の

特
質
を

「
本
証
妙
修
」
と
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
で
あ
る
と
言
う

こ
と
が
き

る
。
し
か
し
、
筆
者
に
は
、
道
元
の
修
証
観
と
さ
れ
て
い
る

「本
証
妙

修
」
が

一
連

の
論
争
に

お

い
て
如
何
な
る
意
味
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
の
か
明
確
に
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
道
元
の
修

証
観
が
、
な
ぜ

「本
証
妙
修
」
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
明
構
な

理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
道
元
禅
の
特
質
を

「
本
証
妙
修
」
と
す
る
こ
と
の
是

非
を
論
じ
る

た
め

の
前
の
段
階
と
し
て
、
「本
証
妙
修
」
が
如
何
な
る

修
証
観
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
を
問
題
と
し
て
み
た
い
。

二

道
元
の
修
証
観
と
さ
れ
て
い
る

「本
証
妙
修
」
が
道
元
の
用
い
た
語

で
な
い
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
道
元
の
修
証
観
を

「本
証
妙

修
」
の
語
で
示
す
場
合
、
そ

の
語
が
如
何
な

る
修
証
観
を
意

味
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ

い

て
、

鏡

島

氏

は
、

論

文

「
本

証

妙

修

覚

え

書

」

の
中

で
、

私

に
と

っ
て
は
、

「
本
証
妙
修

」
と

い
っ
て
も
、

「
証
上

の
修
」
を
言

い
換

え

た
だ
け

の
も

の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
道

元
禅
師

に
お

い

て

は
、
「
本
証
」
と

「
妙
修
」
は
離

れ
ば
な
れ
に
用

い
ら
れ
て

い
て
、

「
本
証
妙
修
」
と

い
う

一
連

の
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
よ
う
な

こ
と

は
、
単
な
る
形
式
論

に
過

ぎ
な

い
。
内
容

上
か
ら

み

れ

ば
、

「
本
証
妙
修
」

は

「
証
上

の
修
」
で

あ
る
か
ら
し
て
、
そ
れ
は
道

元
禅
師

の
言
葉
と
し

て
、
同
じ
比
重
を
も

つ
言

葉
と
し
て
私
は
理
解
す

る
。

と

述

べ

て
お

り

、

道

元

が

特

に

「
弁

道

話

」

で

述

べ

て

い
る

「
証

上

の

修

」

を

こ
そ

「
本

証

妙

修

」

の
意

味

と

解

釈

し

て

い
る

。

こ

の
解

釈
が

鏡

島

氏

の
独

自

の
も

の
で
あ

る

か

、

あ

る

い
は

伝

統

的

に
培

わ

れ

て
き

た

も

の

で
あ

る

か
、

そ

れ

は

筆

者

の
知

る

と

こ
ろ

で

は
な

い
。

い
ず

れ

に
せ

よ

、

鏡

島

氏

は

「
証

上

の
修

」

を

道

元
禅

の
特

質

と

考

え

て

い
る

こ
と

が

理

解

さ

れ

る

の
で

あ

る

。

こ

こ
で

問

題

に
な

る

こ
と

は
、

鏡

島

氏

が

「
本

証

妙

修

」

と
解

釈

し

て

い
る

「
証

上

の
修

」

が

果

し

て
道

元

禅

の
特

質

と

言

う

こ
と

が

で

き

る

か

ど

う

か

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の

「
本

証

妙

修

」

と

い

う

語

は
、

周

知

の
通

り

、

道

元

の
著

書

『
正

法

眼

蔵

』

「
弁

道

話
」

の

巻

に

お

い
て

「
本

証

」

及

び

「
妙

修

」

と

用

い
ら

れ

て

い
る

こ
と

に
起

因

し

て

い

る
。

す

な

わ

ち

、

同

巻

に
、

す

で
に
証
を

は
な
れ

ぬ
修
あ
り
、

わ
れ
ら
さ

い
は
ひ
に

一
分

の
妙
修
を
単
伝

せ
る
、
初

心
の
弁
道
す
な

は
ち

一
分

の
本
証

を
無
為

の
地

に

う

る

な

り
。

…
…
中
略
…
…
妙
修
を
放
下
す
れ
ば
本
証
手

の
中

に
み
て
り
、

本
証

を
出
身
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二
〇
六

す
れ
ぽ
妙
修
通
身
に
お
こ
な
は
る
。
(道
元
禅
師
全
集
上
七
三
七
頁
)

と
あ
り
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る

「
本
証
」
と

「妙
修
」
と
を
結
び
付

け
て

「本
証
妙
修
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
、

仏
法
に
は
、
修
証
こ
れ

一
等
な
り
。
い
ま
も
証
上
の
修
な
る
ゆ
ゑ
に
、
初
心

の
弁
道
す
な
は
ち
本
証
の
全
体
な
り
。
…
…
中
略
…
…
す
で
に
修
の
証
な
れ

ば
、
証
に
き
は
な
く
、
証
の
修
な
れ
ば
、
修
に
は
じ
め
な
し
。
こ
こ
を
も

て
、
釈
迦
如
来

・
迦
葉
尊
者
、
と
も
に
証
上
の
修
に
受
用
せ
ら
れ
、
達
磨
大

師

・
大
鑑
高
祖
、
お
な
じ
く
証
上
の
修
に
引
転
せ
ら
る
。
(同
前
)

と
あ
り
、
鏡
島
氏
が
指
摘
し
て
い
る

「証
上
の
修
」
と
い
う
語
が
三
回

に
亙

っ
て
用
い
ら
れ

て

い
る
。
こ
の

「証
上
の
修
」
は

「修
証

一
等
」

と
い
う
立
場
に
基
づ

い
て
説
か
れ
て
お
り
、
初
心
の
弁
道
修
行
も
本
証

の
全
体
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

よ

り
、
道
元
の
主
張
す
る

「
証
上
の
修
」
と
は
修
が
証
に
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方

は
、
ま
た
、
同

「弁
道
話
」

の
巻
に
お
い
て
、

い
ま
を
し
ふ
る
功
夫
弁
道
は
、
証
上
に
万
法
を
あ
ら
し
め
、
出
路
に

一
如
を

行
ず
る
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
七
二
九
頁
)

と
あ
る
箇
所
に
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
修
行

は
証
上
に
万
法
を
あ
ら
し
め
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
証
上
の
弁
道
修

行
を
示
し
て
い
る
ど
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
確
か
に
道
元
は

「
証
上
の
修
」
を
主
張
し
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
具
体
的
に

「証
上
の
修
」
.と
い
う
語
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
の
は
前
に
示
し
た
箇
所
の
み
で
あ
り
、
そ
の
他
の
箇
所
に
お
い

て
は
残
念
な
が
ら

「証
上
の
修
」
と
い
う
用
語
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な

く
、
「証
上

の
修
」
が
説
か
れ
て
い
る

「
弁
道
話
」
に
お
い
て
、

こ
の
法
は
、
人
人
の
分
上
に
ゆ
た
か
に
そ
な
は
れ
り
と
い
へ
ど
も
、
い
ま
だ

修
せ
ざ
る
に
は
あ
ら
は
れ
ず
、
証
せ
ざ
る
に
は
う
る
こ
と
な
し
。
(道
元
禅

師
全
集
上
七
二
九
頁
)

と
も
説
か
れ
て
お
り
、
修
と
証
の
特
性
が
示
さ
れ

て
い
る
。
す

な
わ

ち
、
こ
の
法
は
、
修
に
よ

っ
て
現
れ
、
証
に
よ

っ
て
得
る
こ
と
が
で
き

る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う

な
修
と
証
は
必
ず

し
も

「
修
証

一
等
」
な
い
し

「証
上
の
修
」
と
い
う
範
疇
で
解
釈
す

る

こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
修
と
証
の
関
係
は
、
道
元
の
著
作
の
中
で
も
、
そ
の
性

格
上
、
殊
に

「弁
道
話
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の

「修
証

一
等
」
な
い
し

「
証
上
の
修
」
に
つ

い
て
も
、
そ
の
例
外
で
は

な
い
。
し
か
し
、
道
元
の
修
証
観
に
つ
い
て
は
、
著
書

『
正
法
眼
蔵
』

の
多
く
の
箇
所
に
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
著
作
を
通
じ
て
厳
密
に
検

討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
道
元
禅
の
特
質

と
さ
れ
て
い
る

「
証
上
の
修
」
と
い
う
修
証
観
が

「弁
道
話
」
に
お
い

て
し
か
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ぽ
、
果
し
て

「証
上
の
修
」
は

道
元
禅

の
特
質
を
示
す
修
証
観
と
し
て
決
定

的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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二
〇
七

三

道

元

は
、

「
弁

道

話
」

ば

か

り

で

は

な
く

、

『
正
法

眼

蔵
』

の
多

く

の

箇

所

に

お

い

て
修

証

論

を

展

開

し

て

い
る

。
道

元

禅

の
特

質

と

さ

れ

て

い
る

「
証

上

の
修

」

に
関

連

し

て
言

及

す

る

な

ら

ぽ

、

『
正
法

眼

蔵

』

「
発

無

上

心
」

の
巻

に

は
、

釈
迦
牟
尼
仏
言
、
明

星
出
現
時
、
我
与
大

地
有
情
、
同
時
成
道
。

し
か
あ
れ

ば
、
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
涅
槃
は
、
同
時

の
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
涅
槃

な
る
べ
し
。
…
…
中
略

…
…

一
発
菩
提

心
を
百
千
万
発
す

る
な
り
。
修
証
も

ま
た
か
く

の
ご
と

し
。

し
か
あ

る
に
、
発

心
は

一
発

に
し
て
さ
ら

に
発
心

せ

ず
、

修
行

は
無
量
な
り
、
証
果

は

一
証
な
り
と

の
み
き
く

は
、
仏
法
を
き
く

に
あ

ら
ず
、

仏
法
を
し
れ

る
に
あ
ら
ず
、
仏
法
に
あ
ふ
に

あ

ら

ず
。

(道
元

禅
師
全
集
上
五
二
八
頁
)

と

あ

り

、

発

心

・
修

行

・
菩

提

・
涅

槃

が

同
時

で

あ

る

と

述

べ

て

い
る

箇

所

を

指

摘

す

る

こ
と

が

で
き

る

。

更

に
、

こ

の
箇

所

で

は
証

果

が

一

証

の

み

で

は

な

い

こ
と

を

特

に
強

調

し

て

い
る

。

ま

た

、

『
正
法

眼

蔵
』

「
行

持

」

上

の
巻

に

は
、

仏
祖

の
大
道
、

か
な
ら
ず
無
上

の
行
持
あ

り
、

道

環
し

て
断
絶

せ
ず
。

発

心

・
修
行

・
菩
提

・
涅
槃
、

し
ば

ら
く

の
間
隙
あ

ら
ず
、

行
持
道
環
な
り
。

(道
元
禅
師
全
集

上

一
二
二
頁
)

と

あ

り

、

発

心

・
修

行

・
菩

提

・
涅

槃

に
間

隙

の

な

い

こ

と

を

述

べ

て

い
る

箇

所

を

指

摘

す

る

こ

と
が

で
き

る
。

こ

の
箇

所

で

は
、

更

に
、

こ

れ
ら
四
者
に
間
隙

の
な
い
こ
と
を
特
に
行
持
道
環
と
し
て
い
る
。

こ
こ
に
示
し
た
箇
所
で
は
、
特
に
発
心

・
修
行

・
菩
提

・
涅
槃
を
取

り
挙
げ
、
こ
れ
ら
四
者
は
同
時
で
あ
り
、
こ
れ
ら
四
者
の
間
に
は
間
隙

の
な
い
こ
と
を
主
張
し

て
い
る
。
す
な

わ

ち
、
修
と
証
が
同
時
で
あ

り
、
両
者

の
間
に
は
間
隙
の
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
主
張
は
修
と
証
が
同
時
で

あ
る
こ
と
と
間
隙
の
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
主
張
か
ら
修
が
証

上
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
汲
み
取

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

修
と
証
の
間
に
間
隙
が
な
い
と
い
う
主
張

は
、
ま
た
、
『
正
法
眼
蔵
』

「仏
経
」
の
巻
に
お
い
て
も
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

西
天
東
地
の
仏
祖
、
か
な
ら
ず
或
従
知
識
、
或
従
経
巻
の
正
当
急
麿
時
、
お

の
お
の
発
意

・
修
行
・
証
果
か
つ
て
間
隙
あ
ら
ざ
る
も
の
な
り
。
発
意
も
経

巻

・
知
識
に
よ
り
、
修
行
も
経
巻

・
知
識
に
よ
る
、
証
果
も
経
巻

・
知
識
に

一
親
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
四
〇
五
頁
)

と
あ
り
、
発
意

・
修
行

・
証
果
の
関
係
が
示

さ
れ

て

い
る
。
す

な

わ

ち
、
発
意

・
修
行

・
証
果
の
三
者
に
は
間
隙
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
修
と
証

の
間

に
は
間
隙
が
な
い
と

い
う
主
張
だ
け
で
あ
り
、
両
者
の
同
時
性
と

い
う
点
を
看
取
す
る
こ
と

が
で
き
た
と
し
て
も
、
証
上
の
修
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
何
ら
の
言
及
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

道
元
の
修
証
観
を

「証
上
の
修
」
と
い
う
観
点

で
考
え
る
な
ら
ぽ
、

証
が
前
に
あ
り
、
修
が
後
に
く
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
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な
る
。
し
か
し
、
順
序
と
し
て
は
、
発
心
↓
修
行
↓
菩
提
↓
涅
槃
、
あ

る
い
は
発
意
↓
修
行
↓
証
果
と

い
う
順
序
を
崩
し
て
い
な
い
。
す
な
わ

ち
、
修

と
証
の
順
序
と
し
て
は
修
↓
証
と
い
う
順
序
を
考
え
て
い
た
こ

と
に
な

る
。
た
だ
、
修
と
証
が
同
時
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
と
し
て

も
、
順
序
に
つ
い
て
は
証
を
修
の
前
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
と
言
う

こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
、
更

に
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
果
し
て

道
元
が

修
と
証

の
同
時
性
を
強
調
し
て
い
る
と
言
い
切
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、
前
に
示
し
た
箇
所
で

は
、
修

と
証
が
同
時
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
次

に
示
す

用
例

に
は
必
ず
し
も
修
と
証
が
同
時
で
あ
る
と
い
う
関
係
を
規

定
す
る
具
体
的
な
言
葉
を
見

い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、

『
正
法
眼
蔵
』
「諸
悪
莫
作
」
の
巻
に
は
、

ω

阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
学
す
る
に
、
聞
教
し
、
修
行
し
、
証
果
す
る

に
、
深
な
り
、
遠
な
り
、
妙
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
二
七
七
頁
)

②

山
河
大
地
・
日
月
星
辰
に
て
も
修
行
せ
し
む
る
に
、
山
河
大
地

・
日
月

星
辰
か
へ
り
て
わ
れ
ら
を
修
行
せ
し
む
る
な
り
。

一
時
の
眼
晴
に
あ
ら

ず
、
諸
時
の
活
眼
な
り
。
眼
晴
の
活
眼
に
て
あ
る
諸
時
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、

諸
仏
諸
祖
を
し
て
修
行
せ
し
む
、
聞
教
せ
し
む
、
証
果
せ
し
む
。
(道
元

禅
師
全
集
上
二
七
八
頁
)

と
あ
り
、
聞
教
と
修
行
と
証
果
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
特
に
、

そ
の
三
者
が
同
時
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
ω
と

②
の
両
者
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ω
で
は
聞
教

・
修
行

・
証
果
と
い
う

順
序
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
②
で
は
修
行

・
聞
教

・
証
果
と
い

う
順
序
に
変
わ

っ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
順

序
を
問
題
と
し
て
い
な
い
と
い
う
推
測
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ

ろ
う
が
、
修
行
と
証
果
の
関
係
に
つ
い
て
は
同
じ
順
序
で
あ

り
、
道
元
の
考
え
に
は
修
行
↓
証
果
と
い
う
図
式
が
修
証
観
の
前
提
に

あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
道
元
の
意
識
に
は
、
修
と
証
の
区
別
が
図
式
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
、
そ
の
実

例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
『
正
法
眼
蔵
』
「礼
拝
得
髄
」
の
巻
に
は
、

日
日
三
時
に
礼
拝
し
恭
敬
し
て
、
さ
ら
に
患
悩
の
心
を
生
ぜ
し
む
る
こ
と
な

か
れ
。
か
く
の
ご
と
く
す
れ
ば
、
菩
提
の
道
か
な
ら
ず
と
こ
ろ
あ
り
。
わ
れ

発
心
よ
り
こ
の
か
た
、
か
く
の
ご
と
く
修
行
し
て
、
今
日
は
阿
褥
多
羅
三
貌

三
菩
提
を
え
た
る
な
り
。
(道
元
禅
師
全
集
上
二
四
七
頁
)

と
あ
り
、
発
心
と
修
行
と
得
菩
提
の
三
者
の
関
係
が
明
確
に
示
さ
れ
て

い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
発
心
↓
修
行
↓
得
菩
提
と

い
う
順
序
が
明
構
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
更
に
、
『
正
法
眼
蔵
』
「発
菩
提
心
」
の
巻
に
は
、

菩
提
心
を
お
こ
し
て
の
ち
、
三
阿
僧
祗
劫
、

一
百
大
劫
修
行
す
。
あ
る
い
は

無
量
劫
お
こ
な
ひ
て
、
ほ
と
け
に
な
る
。
あ
る
い
は
無
量
劫
お
こ
な
ひ
て
、

衆
生
を
さ
き
に
わ
た
し
て
、
み
つ
か
ら
は
つ
ひ
に
ほ
と
け
に
な
ら
ず
、
た
だ

し
衆
生
を
わ
た
し
、
衆
生
を
利
益
す
る
も
あ
り
。
、菩
薩

の
意
楽

に
し
た
が
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二
〇
九

ふ
。
(道
元
禅
師
全
集
上
六
四
六
頁
)

と
あ
り
、
発
心
と
修
行
と
成
仏
の
三
者
の
関
係
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
発
心
す
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
後
、
三
阿
僧
祗
劫
、

一
百
大

劫
、
あ

る
い
は
無
量
劫
を
修
行
す
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
し
て
、
そ
の
修

行
の
後
、
成
仏
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
明
ら
か
に
発

心
↓
修
行
↓
成
仏
と
い
う
図
式
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
発
心

・
修
行

・
成
仏
の
間
の
時
間
的
な
推
移
を
明
確

に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
修
か
ら

証

へ
の
時
間
的
な
展
開
を
主
張
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
更

に
、
無
量
劫
の
修
行
の
後
、
衆
生
を
さ
き
に
度

し
て
自
ら
は
成
仏
し
な

い
菩
薩
行
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
修
行
の

後
の
衆
生
の
成
仏
を
強
調
し
て
お
り
、
前
と
同
様
の
修
行
↓
成
仏
と
い

う
図
式
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
修

か
ら
証

へ
と
い
う
展
開
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

こ
の
よ
う
に
、
道
元
は
修
か
ら
証

へ
と

い
う
展
開
を
想
定
し

て
お

り
、
修
と
証
の
概
念
に
お
い
て
修
か
ら
証

へ
と

い
う
順
序
を
崩
し
て
い

な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
発
心

・
修
行

・

菩
提

・
涅
槃
、
あ
る
い
は
聞
教

・
修
行

・
証
果
な
ど
の
順
序
で
展
開
さ

れ
お
り
、
修
と
証
の
間
に
は
明
確
な
展
開
を
看
取
す
る

こ
と
が

で
き

る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
修
と
証

の
関
係
を
同
時
、
な
い
し
は
無
間
隙

と
い
う
状
況
を
設
定
し
て
い
る
箇
所
も
あ
り
、
単
純
に
修
か
ら
証

へ
と

い
う
展
開
に
終
始
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

鏡
島
元
隆
氏
は

「本
証
妙
修
」

を

「証
上

の
修
」

と
規
定
し
、
「証

上
の
修
」
を
こ
そ
道
元
禅

の
特
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に

は
、
修
か
ら
証

へ
と

い
う
展
開
が
想
定
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
観
点
よ
り

見
る
限
り
、
道
元
の
修
証
観
を

「証
上
の
修
」
と
い
う
概
念
に
集
約
し

よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

お
、
修
と
証
の
関
係
に
は
時
間
的
な
展
開
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
場

合
も
あ
り
、
修
を
証
上
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
は
困
難
な
状
況
で
あ
る

と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
修
を
証
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
証
か
ら
修

へ
と
い
う
関
係
を
構
築
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で

あ
り
、
修
か
ら
証

へ
と
い
う
関
係
に
お
い
て
は
、
修
を
証
上

へ
位
置
づ

け
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
道
元
が

「弁
道
話
」
に
お
い
て

「証
上
の
修
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
な
ぜ

「証
上
の
修
」
と
述
べ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
充
分
に
考
え
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に

「本
証
妙
修
」
と
い
う
概
念
が
果
し
て
道
元
禅

の
特
質
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題

に
つ
い
て

も
充
分
に
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
、
別
の
機
会

に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

正
法
眼
蔵
、
道
元
、
本
証
妙
修
、
証
上
の
修

(曹
洞
宗
宗
学
研
究
所
主
任
)
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