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は
じ
め
に

　
本
稿
は
、
諸
法
実
相
の
唯
心
論
的
解
釈
を
め
ぐ
る
議
論
に
関
し
て
、
石

津
照
璽
（
一
九
〇
三
│
一
九
七
二
）
と
玉
城
康
四
郎
（
一
九
一
五
│
一
九

九
九
）
の
議
論
と
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
諸
法
実
相
の
探
究
に
お
い

て
主
体
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

　
今
日
ま
で
天
台
教
学
に
お
け
る
実
相
論
の
研
究
は
盛
ん
で
あ
る
が
、
現

在
、
哲
学
的
観
点
を
も
含
め
た
方
面
か
ら
の
研
究
は
、
管
見
の
限
り
多
く

は
な
い
。
現
在
で
は
、
代
表
的
な
と
こ
ろ
で
は
、
石
津
や
玉
城
ら
の
研
究

に
お
い
て
実
相
論
は
哲
学
的
吟
味
を
う
け
、
よ
り
開
か
れ
た
宗
教
的
研
究

へ
の
立
脚
点
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
彼
ら
の
実
相
論
の
研
究
は
、
そ
れ

ほ
ど
注
目
を
集
め
て
い
な
い
。
石
津
は
『
天
台
実
相
論
の
研
究
』（
初
版

一
九
四
七
年
）
に
お
い
て）

1
（

、
実
相
論
を
「
第
三
の
領
域
」
と
い
う
独
自
の

観
点
か
ら
研
究
し
た
。
そ
の
研
究
に
は
、
個
別
の
宗
教
・
宗
教
的
境
地
に

と
ど
ま
ら
な
い
、
宗
教
の
本
質
的
根
拠
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

が
あ
る）

2
（

。
け
れ
ど
も
、
管
見
の
限
り
、
石
津
が
比
較
思
想
の
分
野
で
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
石

津
の
研
究
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
比
較
思
想
研
究
に
お
い
て
も
意
義
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
天
台
教
学
に
お
い
て
、「
諸
法
実
相
」
が
い
か
な
る
も
の
か
と

い
う
こ
と
は
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
石
津
に
よ
れ
ば
、
諸
法
実
相
の

当
体
と
は
、
主
体
性
を
抜
き
に
し
て
は
接
近
し
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
客

体
的
に
把
握
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
議
論
の
補
強
の
た
め
、

天
台
教
学
の
祖
で
あ
る
智
顗
と
、
そ
の
立
場
を
継
承
す
る
者
と
し
て
の
山

家
山
外
論
争
に
お
け
る
山
家
派
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
知
礼
（
九
六
〇
│

一
〇
二
八
）
の
議
論
を
挙
げ
た
。
と
く
に
「
刹
那
の
一
念
心
」
の
議
論
が

注
目
さ
れ
、
第
三
の
領
域
論
と
の
接
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
山
外
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て
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
、
仏
教
で
は
ブ
ッ
ダ
の
説
法
で
あ
る
。
玉

城
は
、「
真
理
は
、
主
体
を
離
れ
た
客
観
の
側
に
現
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、

客
観
も
ま
た
包
摂
さ
れ
集
約
さ
れ
る
主
体
に
お
い
て
こ
そ
、
顕
わ
に
な

り
、
体
認
さ
れ
得
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
実
存
哲
学
と
仏

教
と
の
同
一
の
土
俵
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
）
6
（

」
と
し
て
、
両

者
の
共
通
性
と
し
て
実
存
哲
学
と
仏
教
の
両
方
に
お
い
て
思
惟
の
主
体
性

と
い
う
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
石
津
も
ま
た
、
天
台
教
学
、
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
宗

教
的
境
地
を
探
究
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
態
度
は
、
表
明
さ
れ

て
は
い
な
い
も
の
の
比
較
思
想
に
属
す
る
と
い
っ
て
も
間
違
い
で
は
な
い

だ
ろ
う
。

　
玉
城
が
仏
教
側
の
も
う
一
つ
の
例
と
し
て
提
出
し
て
い
る
の
が
智
顗
の

見
解
で
あ
る
。
智
顗
も
ま
た
、
自
己
の
心
を
つ
き
つ
め
て
観
察
す
る
こ
と

を
目
指
し
た
。
そ
れ
は
、
智
顗
の
基
本
的
な
世
界
観
と
し
て
仏
、
衆
生
、

自
己
が
あ
る
が
、
こ
の
三
者
の
う
ち
仏
の
究
明
は
あ
ま
り
に
も
高
遠
で
あ

り
、
衆
生
の
究
明
も
あ
ま
り
に
広
大
す
ぎ
る
た
め
、
最
も
近
づ
く
の
が
容

易
だ
と
考
え
ら
れ
る
自
己
の
心
が
観
察
の
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
か
ら
で

あ
る）

7
（

。
し
か
も
、
心
・
仏
・
衆
生
は
差
別
が
な
い
（
三
無
差
別
）
8
（

）
と
さ
れ

る
の
で
、
己
の
心
を
観
察
す
れ
ば
、
他
も
お
の
ず
か
ら
明
瞭
に
な
る
。
こ

の
よ
う
に
、
玉
城
は
「
仏
界
・
衆
生
界
を
己
心
に
集
約
し
、
そ
の
己
心
の

直
接
性
と
現
前
性
に
か
か
わ
っ
て
い
く
所
に
、
智
顗
の
明
確
な
主
体
性
を

読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る）

9
（

」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
玉
城
は
、
智
顗
の
天
台
実
相
論
を
含
め
仏
教
は
実
存

派
は
唯
心
論
的
解
釈
で
あ
る
と
し
、
そ
の
形
而
上
学
化
・
観
念
化
が
批
判

さ
れ
た
。

　
玉
城
も
『
心
把
捉
の
展
開
』（
一
九
六
一
年
）
で
、
山
家
派
と
山
外
派

の
論
争
を
詳
細
に
吟
味
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
端
的
な
心
を
問
い
つ
め

る
こ
と
が
智
顗
の
趣
旨
で
あ
り
、
そ
の
主
体
性
が
重
視
さ
れ
る
た
め
「
一

念
心
」
が
重
要
だ
と
さ
れ
る
と
し
た
。

　
天
台
教
学
に
お
け
る
心
把
捉
の
態
度
に
つ
い
て
の
玉
城
の
解
釈
は
、
石

津
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
一
方
で
、
諸
法
実
相
を
把
捉
す
る
場
面
を
、

石
津
が
主
体
の
領
域
や
対
象
的
領
域
を
含
め
た
「
現
実
の
場
面
」
と
し
た

の
に
対
し
、
玉
城
が
心
に
求
め
た
点
で
、
大
き
く
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
態
度
の
違
い
は
、
玉
城
は
山
外
派
に
対
し
一
部
譲
歩
し
て
い
る

と
い
う
点
に
具
体
的
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
玉
城
が
「
心
」
を

自
己
超
越
的
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
点）

3
（

を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
も

の
の
、
そ
の
解
釈
の
観
念
論
的
傾
向
が
示
唆
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
両

者
の
相
違
点
を
吟
味
す
る
こ
と
を
通
し
て
実
相
論
が
よ
り
明
ら
か
な
も
の

と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一
　
比
較
思
想
に
お
け
る
天
台
実
相
論

　
玉
城
は
『
比
較
思
想
論
究
』（
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
、
実
存
哲
学

と
仏
教
に
つ
い
て
の
比
較
思
想
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
両
者
が
比
較
可
能
で
あ
る
の
は
、
両
者
が
思
惟
の
あ
る
共
通
性
を
も

つ
か
ら
で
あ
る）

4
（

。
最
も
重
要
な
共
通
性
の
一
つ
は
「
思
惟
の
主
体
性
」
で

あ
る）

5
（

。
と
く
に
、
玉
城
が
比
較
し
て
い
る
の
が
、
実
存
哲
学
で
は
主
と
し
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実
の
当
処
」「
現
実
の
場
面
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
観
る
）
16
（

。
彼
に
よ
れ
ば
、

実
相
論
で
は
、
も
の
の
所
在
を
各
自
の
現
実
の
場
面
に
お
い
て
観
る
）
17
（

。
あ

ら
ゆ
る
も
の
は
、「
私
に
と
っ
て
在
る
」
と
い
う
範
囲
の
も
の
に
す
ぎ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
主
体
と
関
係
の
な
い
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
な

い
。
ま
た
、
主
体
と
関
係
す
る
限
り
の
も
の
を
、
取
り
扱
う
の
だ
と
す
る

な
ら
ば
、
主
体
（
心
）
自
身
も
ま
た
「
私
に
と
っ
て
在
る
」
と
い
う
も
の

に
す
ぎ
ず
、
自
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る）
18
（

。
こ
の
よ
う
な
意

味
で
、「
心
の
ゆ
き
わ
た
れ
る
領
域
）
19
（

」
が
各
自
の
現
実
の
領
域
と
さ
れ
る
。

こ
の
各
自
の
現
実
の
領
域
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
在
り
方
や
構
造
を

み
る
と
い
う
意
味
で
、
も
の
の
根
本
的
・
根
源
的
な
所
在
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
に
経
験
を
し
て
い
る
主
体
が
極
め
て
重
要

な
の
で
あ
る
。

　
天
台
の
実
相
論
で
の
心
の
観
方
は
、「
一
般
に
心
を
客
観
化
し
経
験
の

当
相
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
場
合
と
は
異
な
っ
て）
20
（

」

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
体
法
無
作
」
と
い
う
立
場
で
あ
り
、「
主
体
的
な
構

造
に
お
い
て
観
る
）
21
（

」
と
い
う
実
相
論
の
観
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
法

を
客
観
的
に
分
析
す
る
の
が
「
析
法
観
」
で
あ
り
、「
析
法
観
と
は
法
の

体
系
を
客
体
的
に
扱
う
も
の
で
あ
り
、
体
法
観
と
は
謂
わ
ば
そ
の
よ
う
に

扱
う
扱
い
手
た
る
自
己
を
も
法
の
領
域
の
う
ち
に
併
せ
入
れ
て
観）
22
（

」
る
こ

と
で
あ
る
。
何
事
か
の
経
験
の
場
面
に
お
い
て
、
何
事
か
対
象
的
な
も
の

に
加
え
て
主
体
も
参
加
す
る
こ
と
で
経
験
が
成
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
析
法
観
で
は
、
主
体
は
経
験
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
無
視
さ
れ
て
し

ま
う
。
こ
れ
に
対
し
、
体
法
観
で
い
わ
れ
る
主
体
は
、
観
念
化
さ
れ
た
も

哲
学
と
の
比
較
が
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
の
課
題
で
あ
る
、

石
津
と
玉
城
の
天
台
教
学
へ
の
態
度
の
吟
味
は
、
そ
う
し
た
比
較
思
想
へ

の
準
備
と
し
て
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
。

二
　
石
津
の
第
三
の
領
域
論

　
石
津
の
基
本
的
な
問
題
関
心
は
、「
宗
教
の
究
極
的
な
根
拠
と
、
そ
こ

に
お
い
て
み
ら
れ
る
宗
教
の
本
質
的
事
実
と
を
、
明
ら
か
に
」
す
る
こ
と

に
あ
る
。
彼
の
宗
教
研
究
は
生
涯
を
通
じ
て
こ
の
二
つ
の
問
い
に
集
約
さ

れ
る）
10
（

。
こ
れ
ら
を
「
第
三
の
領
域
」
に
探
究
す
る
に
あ
た
っ
て
、
と
く
に

天
台
教
学
研
究
に
依
拠
す
る）
11
（

。
天
台
教
学
に
お
い
て
は
「
諸
法
は
実
相
で

あ
る
」
と
い
わ
れ
る）
12
（

。
彼
は
、
諸
法
が
実
相
で
あ
る
場
面
と
は
、
ま
さ
に

「
第
三
の
領
域
」
だ
と
考
え
た
。
彼
は
、
天
台
実
相
論
に
お
け
る
実
相
こ

そ
、
彼
の
い
う
「
各
自
の
現
実
の
当
処
・
場
面
」
で
あ
る
と
い
う）
13
（

。
ふ
つ

う
、
人
は
自
他
の
区
分
を
あ
ら
か
じ
め
立
て
て
生
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

自
己
の
心
や
主
観
と
い
っ
た
領
域
と
、
相
手
や
も
の
と
い
っ
た
対
象
的
な

領
域
で
あ
る
。
石
津
は
、
前
者
を
「
第
一
の
領
域
」、
後
者
を
「
第
二
の

領
域
」
と
名
づ
け
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
区
分
は
、
自
己
と
の
関
係
に

お
い
て
規
定
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
領
域
に
属
す
る
も
の
は

自
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
来
、
自
己
と
そ
の
外
の
も
の
が
組
み

合
わ
さ
っ
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
現
実
の
場
面
は
「
第
三
の
領
域
」

と
名
づ
け
ら
れ
る）
14
（

。
心
や
も
の
と
い
っ
た
「
第
一
」「
第
二
」
の
領
域
は
、

自
身
の
領
域
を
超
え
て
、
こ
の
「
第
三
の
領
域
」
に
お
い
て
組
み
合
わ
さ

っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る）
15
（

。
石
津
は
、
こ
の
「
第
三
の
領
域
」
を
「
現
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こ
こ
で
は
論
じ
な
い）
25
（

が
、
広
本
に
は
そ
の
釈
名
段
中
に
観
心
釈
が
あ
り
、

略
本
に
は
そ
れ
が
な
い）
26
（

。『
金
光
明
玄
義
』
の
比
較
的
冒
頭
に
お
い
て
、

一
切
の
法
が
「
十
種
三
法
」（
三
徳
、
三
宝
、
三
涅
槃
、
三
身
、
三
大
乗
、

三
菩
提
、
三
般
若
、
三
仏
性
、
三
識
、
三
道
）
に
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
四

教
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
、
金
光
明
の
三
字
は
こ
れ
ら
の
一
切
法
を
顕
す
と

さ
れ
て
い
る
。
広
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
直
後
に
観
心
釈
が
あ
る
。
そ
れ

は
「
十
種
三
法
」
の
各
項
目
を
そ
れ
ぞ
れ
己
心
に
つ
い
て
観
照
し
、
理
具

法
性
の
当
処
を
把
握
す
る
方
法
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
略
本
に
は
こ
の

観
心
釈
が
な
い
た
め
、
山
家
山
外
論
争
で
は
、
い
ず
れ
が
正
当
な
も
の
な

の
か
が
争
わ
れ
た）
27
（

。
こ
の
論
争
は
、
智
顗
の
教
義
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と

い
う
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
。

　
石
津
は
、『
天
台
実
相
論
の
研
究
』
第
五
章
「
諸
法
実
相
の
唯
心
論
的

解
釈
と
そ
の
吟
味
」
に
お
い
て
、
一
般
的
な
天
台
教
学
と
同
様
に
山
家
派

の
立
場
を
正
当
な
も
の
と
み
な
し
、
自
身
の
立
場
か
ら
吟
味
し
て
い
る
。

彼
は
、「
第
三
の
領
域
」
論
に
し
た
が
っ
て
、
山
家
派
の
立
場
が
正
当
で

あ
り
、
山
外
派
の
主
張
に
誤
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、

山
外
派
の
代
表
で
あ
る
、
源
清
、
慶
昭
、
智
円
な
ど
の
論
拠
が
、
心
を
「
理

性
」「
真
心
」「
心
性
」
と
解
釈
し
、
こ
れ
ら
が
諸
々
の
も
の
を
作
り
出
す

と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）
28
（

。
と
こ
ろ
が
、「
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
具
体

的
な
現
実
の
当
処
そ
の
ま
ま
の
あ
り
よ
う
を
他
処
に
し
て
、
別
に
心
性
を

た
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
当
処
を
窺
わ
ん
と
す
る
も
の
で
、〔
中
略
〕

実
相
論
の
建
て
前
を
逸
脱
し
て
お
る）
29
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　
石
津
は
、
山
外
派
の
代
表
的
な
論
者
の
一
人
で
あ
る
源
清
の
唯
心
論
的

の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
当
の
経
験
に
参
加
し
て
い
る
主
体
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
体
法
観
の
方
が
よ
り
適
切
な
境
地
で
あ
り
、
石
津
は
「
体

法
観
は
現
前
刹
那
の
己
心
と
の
連
関
に
お
い
て
在
る
も
の
の
あ
り
よ
う
、

性
相
を
問
題
と
し
、
そ
の
範
囲
で
問
題
を
処
理
し
て
一
切
の
客
体
化
の
方

向
を
捨
て
る）
23
（

」
も
の
だ
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

　
経
験
は
心
の
か
か
わ
る
中
で
し
か
生
じ
え
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
味

で
は
「
心
の
ゆ
き
わ
た
れ
る
領
域
」
に
お
い
て
の
み
経
験
は
可
能
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
説
を
推
し
進
め
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
心
が
作
り
出

し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
唯
心
論
的
方
向
に
行
き
か
ね
な
い
。
し
か
し
、

石
津
の
第
三
の
領
域
論
は
そ
の
方
向
へ
は
行
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼

が
「
天
台
〔
に
お
け
る
心
の
〕
の
解
釈
の
重
点
は
作
用
と
し
て
の
心
を
い

う
の
で
も
な
け
れ
ば
、
実
体
と
し
て
考
え
る
の
で
も
な
い
。
と
く
に
現
象

の
背
後
に
あ
っ
て
、
こ
れ
を
し
て
あ
ら
し
む
る
普
通
に
謂
わ
ゆ
る
理
体
と

か
実
体
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
で
も
な
い）
24
（

」
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

三
　
山
家
山
外
論
争

　
他
方
、
唯
心
論
的
な
主
張
を
す
る
の
が
、
山
家
山
外
論
争
に
お
け
る
山

外
派
と
い
わ
れ
る
諸
家
で
あ
る
。
山
家
山
外
論
争
と
は
、
智
顗
の
『
金
光

明
玄
義
』
に
関
す
る
一
〇
〇
〇
年
か
ら
約
七
年
間
に
わ
た
る
論
争
で
、
当

時
流
布
し
て
い
た
二
種
類
の
『
金
光
明
玄
義
』
の
広
本
と
略
本
の
い
ず
れ

が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
論
争
に
端
を
発
し
た
。『
金
光
明
玄

義
』
と
は
、
五
九
四
年
に
智
顗
が
金
光
明
経
に
つ
い
て
講
義
し
た
も
の
を

弟
子
の
潅
頂
が
記
録
し
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
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照
す
る
湛
然
（
七
一
一
│
七
八
二
）
に
由
来
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
山
外

派
に
よ
っ
て
、
湛
然
は
観
点
論
的
唯
心
論
的
傾
向
を
帯
び
た
も
の
と
し
て

解
釈
さ
れ
て
い
る
。
湛
然
に
は
智
顗
と
同
質
の
実
相
論
的
傾
向
が
あ
る
も

の
の
、
た
し
か
に
唯
心
論
的
な
傾
向
も
あ
り
、
山
外
派
が
湛
然
解
釈
を
通

し
て
唯
心
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
も
当
然
の
筋
道
で
あ
っ
た）
35
（

。

四
　
玉
城
に
よ
る
山
家
山
外
論
争
の
評
価

　
源
清
の
『
法
華
十
妙
不
二
門
示
珠
指
』
第
一
章
「
不
二
唯
心
実
相
」
に

は
、
存
在
主
体
の
一
切
の
在
り
方
（
十
法
界
）
の
す
べ
て
が
一
念
で
あ
る

と
い
う
唯
心
論
的
立
場
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
一
一
諸
法
当
体
真

如
」
と
も
述
べ
ら
れ
、
一
一
の
存
在
は
究
竟
的
に
は
真
如
で
あ
る
と
さ
れ
、

ま
た
「
知
性
即
体
」
と
も
い
わ
れ
、
そ
の
存
在
の
究
竟
態
が
同
時
に
認
識

の
究
竟
態
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る）
36
（

。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
よ
う
な

存
在
の
側
と
認
識
の
側
と
の
同
時
的
究
竟
態
を
『
一
念
』
に
よ
っ
て
捉
え

て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
存
在
主
体
的
に
は
一
念
真
如
妙
体
と
い
わ
れ
る

し
、
認
識
主
体
的
に
は
一
念
清
浄
霊
知
等
と
表
さ
れ
る）
37
（

」。
し
た
が
っ
て
、

玉
城
は
、
源
清
の
一
念
は
、
当
今
刹
那
の
一
念
で
は
あ
る
も
の
の
、
究
竟

態
と
し
て
、
す
な
わ
ち
概
念
化
さ
れ
て
究
極
の
も
の
と
し
て
突
き
詰
め
ら

れ
た
も
の
と
し
て
の
一
念
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）
38
（

。

　
玉
城
も
、
石
津
と
同
様
に
、
こ
う
し
た
山
外
派
の
見
解
の
傾
向
の
原
因

を
、
彼
ら
が
湛
然
解
釈
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
に
み
る）
39
（

。
智
顗
の
場
合
に

も
、
一
念
心
を
探
究
の
た
め
の
究
極
の
所
在
と
す
る
と
こ
ろ
は
共
通
性
を

も
つ
も
の
の
、
こ
の
種
の
「
唯
心
的
傾
向
が
、
こ
れ
を
形
而
上
的
に
統
一

傾
向
を
以
下
の
よ
う
に
明
ら
か
に
し
て
い
る）
30
（

。
源
清
は
『
法
華
十
妙
十
不

二
門
示
珠
指
）
31
（

』
に
お
い
て
、
心
な
い
し
一
念
を
、
理
総
と
み
た
り
能
造
能

具
と
み
た
り
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
心
に
よ
っ

て
造
ら
れ
る
し
、
心
に
お
い
て
あ
る
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
山
外
派
の
諸
家
は
心
法
能
造
、
生
仏
所
造
と
主
張
す
る
。
け
だ
し
心
法

は
理
に
属
し
、
万
法
唯
心
と
い
う
唯
心
論
的
な
い
し
観
念
論
的
立
場
に
立

つ
も
の
で
、〔
中
略
〕
そ
れ
は
対
象
と
心
と
を
そ
れ
ぞ
れ
客
体
化
対
象
化

し
て
考
え
る
か
ら
、
当
然
一
方
の
心
の
領
域
に
他
方
の
対
象
の
領
域
を
還

元
帰
入
せ
し
め
な
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
形
而
上
的

に
心
に
つ
い
て
種
々
の
修
飾
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る）
32
（

」
の
で

あ
る
。

　
さ
ら
に
、
源
清
は
唯
心
論
と
真
心
説
を
と
る
と
さ
れ
る
。
心
は
真
如
、

唯
心
、
心
性
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
意
味
は
清
浄
霊
知
、
真
如
妙
体
、

「
一
念
の
霊
知
性
本
常
寂
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

諸
法
実
相
は
、
不
二
不
変
の
唯
心
の
顕
現
に
よ
っ
て
み
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
迷
い
の
世
界
も
清
浄
な
世
界
も
す
べ
て
そ
の
唯
心
、

心
性
を
は
な
れ
て
は
あ
り
え
ず
、
あ
ら
ゆ
る
事
象
は
こ
の
心
性
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、「
山
外
諸
家
の
心
の
解

釈
は
、
実
相
の
所
在
や
あ
り
よ
う
に
即
し
て
い
わ
れ
て
お
る
と
い
う
よ
り

は
、
形
而
上
的
世
界
に
逸
脱
し
て
し
ま
っ
て
お）
33
（

」
り
、
こ
の
心
性
さ
え
体

得
す
れ
ば
、
止
観
の
実
修
に
は
重
要
な
意
義
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
の
だ）
34
（

。

　
石
津
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
山
外
派
の
主
張
は
、
山
外
派
の
諸
家
が
参
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と
源
清
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
源
清
の
姿
勢
は
、「
一
念
霊

知
を
重
視
し
強
調
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
自
己
の
問
題
と
し
て
心
あ
る
い

は
実
相
を
追
求
し
て
い
る
点
に
お
い
て
主
体
的
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ

う
。
従
っ
て
山
家
派
か
ら
こ
の
見
解
を
非
難
さ
れ
な
が
ら
も
、
心
の
認
識

主
体
性
と
い
う
点
に
お
い
て
、
返
っ
て
智
顗
の
見
解
に
類
似
す
る
も
の
が

見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う）
43
（

」
と
玉
城
は
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
源
清
の
説
に
も
意
義
を
見
出
し
た
。
だ
が
、
彼
が

智
顗
の
一
面
を
「
純
客
観
へ
の
展
望
」「
本
然
の
理
法
」
を
目
指
す
こ
と

だ
と
み
な
す
こ
と
が
、
後
の
玉
城
の
議
論
が
松
本
史
朗
に
よ
っ
て
批
判
さ

れ
る
前
触
れ
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

五
　
玉
城
に
対
す
る
法
解
釈
へ
の
批
判
と

　
　
　
石
津
の
第
三
の
領
域
論

　
周
知
の
ご
と
く
、
玉
城
の
論
に
お
い
て
最
も
有
名
な
の
は
、「
全
人
格

的
思
惟
」
に
つ
い
て
の
教
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
一
般
的

な
知
識
が
対
象
知
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
全
人
格
的
思
惟
」
が
直
接
知

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）
44
（

。
そ
し
て
、
悟
り
の
境
地
に
お
い
て
体
得
さ

れ
る
の
は
、「
ダ
ン
マ
（dham

m
a

）
が
主
体
者
に
顕
わ
に
な
る
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
「
ダ
ン
マ
」
を
「
い
か
な
る
形
態
を
も
超
え
た

純
粋
生
命
」
と
表
現
し
て
い
る）
45
（

。

　
こ
う
し
た
見
解
を
も
つ
に
至
っ
た
の
は
、
一
九
七
五
年
の
論
文
「
仏
教

に
お
け
る
法
の
根
源
態
」
発
表
の
頃
か
ら
で
あ
る）
46
（

。
同
論
文
に
つ
い
て
、

「
批
判
仏
教
」
の
代
表
者
の
一
人
で
あ
る
松
本
史
朗
は
、
玉
城
を
厳
し
く

す
る
心
性
あ
る
い
は
心
源
と
い
う
如
き
も
の
へ
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
は
起

こ
っ
て
い
な
い）
40
（

」
と
玉
城
は
と
ら
え
る
。
で
は
、
玉
城
は
智
顗
の
見
解
を

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

智
顗
に
お
い
て
は
仏
教
内
の
伝
統
的
な
教
義
と
は
無
関
係
で
あ
る

「
本
然
の
理
」
が
基
本
観
念
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
が
仏
教
に
お
い

て
天
台
実
相
の
教
学
と
し
て
展
開
し
、
し
か
も
そ
れ
は
つ
ね
に
天
台

の
組
織
性
を
超
え
る
方
向
に
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
い
い
か

え
れ
ば
、
智
顗
は
天
台
実
相
の
教
学
を
展
開
す
る
こ
と
に
お
い
て
、

人
間
共
通
の
本
然
の
理
法
を
、
限
り
な
く
追
求
し
限
り
な
く
実
現
し

よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
／
　
智
顗
は
、
こ
の
よ

う
な
理
法
の
追
求
と
実
現
の
方
法
を
禅
定
〔
止
観
〕
に
も
と
め
て
い

る
。〔
中
略
〕
止
は
、
云
わ
ば
主
観
の
絶
対
否
定
で
あ
り
、
観
は
、

そ
の
否
定
か
ら
純
客
観
へ
の
無
限
の
展
望
で
あ
る
。
止
と
観
と
は
、

二
つ
の
方
面
の
同
一
の
根
源
的
作
用
に
外
な
ら
な
い
。
従
っ
て
〔
中

略
。
止
観
は
〕
最
も
普
遍
的
な
本
然
の
理
法
を
開
発
す
る
所
の
、
最

も
普
遍
的
な
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
智
顗
の
求
め

て
い
る
所
の
理
法
と
、
そ
の
実
現
の
方
法
に
は
、
こ
の
よ
う
な
普
遍

性
が
つ
つ
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）
41
（

。

　
し
た
が
っ
て
、
智
顗
は
事
に
対
す
る
理
の
観
念
を
定
立
し
て
い
る
も

の
、「
理
の
固
定
化
に
趣
旨
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
解
明
の
た
め
の
一
つ

の
便
法
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う）
42
（

」
と
玉
城
は
み
な
し
て
い
る
。

　
一
念
心
を
探
究
の
所
在
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
智
顗
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何
者
か
が
や
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
だ
が
、
法
を
「
理
法
」
や

「
形
な
き
純
粋
生
命
）
51
（

」
と
し
て
と
ら
え
る
限
り
、
そ
れ
は
単
数
で
な
く
て

は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
複
数
形
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
単
数
と
し
て
考
え
る
道
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
こ
こ
で
は
複
数
形

の
法
で
あ
る
「
諸
法
」
と
し
て
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
あ
る
い
は
、
も
し

法
が
様
々
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
生
じ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
と
法

の
様
々
な
あ
ら
わ
れ
と
の
区
別
は
い
か
に
し
て
把
握
さ
れ
る
の
か
と
い

う
、
よ
り
複
雑
な
問
題
に
直
面
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
批
判
は
、
先
に
み
て
き
た
山
外
派
に
対
す
る
批
判
と
同
形
の
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
源
清
が
一
念
心
を
、
具
体
的
な
個
々

の
場
面
に
即
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
観
念
的
な
も
の
と
し
て
と
ら

え
た
が
た
め
に
、
智
顗
の
意
図
し
た
こ
と
を
外
れ
山
家
派
か
ら
の
批
判
が

生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
点
で
、
先
に
述
べ
た
石
津
の
第
三
の
領
域
論
は
批
判
を
免
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
彼
の
実
相
論
で
は
、
主
体
に
お
け
る
刹
那
の
一
念
が
問
題

に
な
る
の
で
あ
り
、
観
念
化
さ
れ
た
心
を
問
題
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、

諸
法
実
相
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
諸
法
が
そ
の
ま
ま
実
相

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
諸
法
を
「
形
な
き
純
粋
生
命
」
と
い
う
よ

う
な
も
の
へ
集
約
す
る
必
要
が
な
い
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
直
ち
に
石

津
の
議
論
を
正
当
な
天
台
実
相
論
の
理
解
で
あ
る
と
か
、
正
当
な
仏
教
理

解
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
天
台
教
学
内

部
の
山
家
山
外
論
争
が
、
仏
教
全
般
が
も
ち
続
け
て
い
る
課
題
へ
と
繫
が

っ
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

批
判
し
て
い
る
。
玉
城
は
同
論
文
に
お
い
て
、
み
ず
か
ら
の
法
論
に
つ
い

て
、「
そ
れ
は
、
た
ん
に
法
を
客
観
的
・
対
象
的
に
み
る
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
み
ず
か
ら
法
へ
の
自
己
参
加
が
実
現
す
る
こ
と
に
お
い

て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
法
そ
の
も
の
が
考
察
者
の
主
体
と
な
る
こ
と
に
お

い
て
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
根
源
態
が
開
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
47
（

」

と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
松
本
は
、
玉
城
が
仏
教
の
「
悟
り
」
の
対

象
を
「
理
法
」
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
を
批
判
し
た）
48
（

。
松
本
は
、
玉
城
が

理
法
と
し
て
と
ら
え
た
理
由
を
、
法
を
「
真
理
」
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ

と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
考
え
方
は
、
松
本
が
と
る
十
二
支
縁
起
を

基
調
と
し
た
仏
教
理
解
に
反
す
る
と
い
う
の
で
あ
る）
49
（

。
さ
ら
に
、
松
本
が

指
摘
す
る
も
う
一
つ
の
難
点
は
、「
法
が
顕
わ
に
な
る
」
と
い
う
事
態
に

つ
い
て
、
彼
が
解
明
し
た
原
始
経
典
『
ウ
ダ
ー
ナ
』
で
は
、
法
が
単
数
で

は
な
く
複
数
形
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
諸
法
」
で
あ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
こ
の
点
は
玉
城
も
気
づ
い
て
い
た
。
同
論
文
に
お
い
て
、
玉
城
は

「
法
が
な
ぜ
複
数
形
に
な
っ
て
い
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
注
を
つ

け
て
い
る）
50
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
文
脈
か
ら
理
由
を

た
ず
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
想
像
す
る
に
、
一
切
の
疑
惑
、
悪
魔
の
軍

隊
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
主
体
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し
て
、
す
が

た
な
き
法
も
ま
た
、
そ
れ
に
対
応
し
て
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
は
あ

る
ま
い
か
」
と
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
う
し
た
見
解
は
い
か
に
も
苦
し
い
。
と
い
う
の
も
、
た
し
か

に
『
ウ
ダ
ー
ナ
』
に
み
ら
れ
る
瞑
想
中
の
ブ
ッ
ダ
の
前
に
あ
ら
わ
れ
る
も

の
と
し
て
「
悪
魔
の
軍
隊
」
な
ど
が
あ
り
、
軍
隊
と
い
う
限
り
は
単
独
の
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│
『
心
把
捉
の
展
開
：
天
台
実
相
観
を
中
心
と
し
て
』
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
六
一
年

│
「
石
津
照
璽
著
『
宗
教
経
験
の
基
礎
的
構
造
』『
宗
教
哲
学
の
場
面
と
根
底
』」『
鈴

木
学
術
財
団
研
究
年
報
』
五
│
七
号
、
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
七
一
年
所
収

│
「
仏
教
に
お
け
る
法
の
根
源
態
」
平
川
彰
博
士
還
暦
記
念
会
編
『
仏
教
に
お
け
る
法

の
研
究
：
平
川
彰
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
』
春
秋
社
、
一
九
七
五
年
所
収

│
『
比
較
思
想
論
究
』
講
談
社
、
一
九
八
五
年

平
川
彰
「
実
相
と
法
界
」
塩
入
良
道
先
生
追
悼
論
文
集
刊
行
会
編
『
天
台
思
想
と
東
ア

ジ
ア
文
化
の
研
究
：
塩
入
良
道
先
生
追
悼
論
文
集
』
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
九

一
年
所
収

藤
原
聖
子
「
石
津
照
璽
の
宗
教
哲
学
：
宗
教
学
の
学
説
史
的
観
点
か
ら
」『
哲
学
年
誌
』

八
号
、
大
正
大
学
哲
学
会
、
二
〇
〇
二
年
所
収

星
宮
智
光
「
石
津
宗
教
哲
学
に
お
け
る
実
相
論
の
位
置
：
近
代
日
本
思
想
家
の
天
台
観

（
二
）」
天
台
学
会
編
『
天
台
学
報
』
二
三
号
、
一
九
八
〇
年
所
収

松
本
史
朗
『
縁
起
と
空
：
如
来
蔵
思
想
批
判
』
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年

林
鳴
宇
「
宋
代
の
『
金
光
明
経
玄
義
』
を
め
ぐ
る
論
争
」『
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
』

三
二
号
、
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
研
究
室
、
二
〇
〇
一
年
所
収

　（
1
）
石
津
の
天
台
教
学
の
研
究
は
、
一
九
二
八
年
に
『
宗
教
研
究
』
四
三
号
に
掲

載
さ
れ
た
「
天
台
實
相
論
の
研
究
」
以
来
の
成
果
に
基
づ
く
（
木
村
﹇
二
〇
〇

三
﹈、
二
一
頁
）。

　（
2
）
石
津
﹇
一
九
八
〇
﹈、
三
五
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
、
二
〇
一
七
年
一

一
月
八
日
の
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
の
公
開
講
座
に
て
論
じ
た
（「
石
津
照

璽
の
諸
法
実
相
論
：『
天
台
実
相
論
の
研
究
』
に
お
け
る
「
第
三
の
領
域
」
を
中

心
と
し
て
」）。

　（
3
）
玉
城
﹇
一
九
五
四
﹈、
三
〇
一
頁
。

　（
4
）
玉
城
は
、
両
者
が
比
較
可
能
で
あ
る
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
両
者
と
も

真
理
探
究
の
道
の
り
が
合
理
性
と
非
合
理
性
の
あ
い
だ
に
ゆ
れ
動
く
運
動
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
玉
城
﹇
一
九
八
五
﹈、
一
八
四
│
一
八
八
頁
参
照
。

　（
5
）
思
惟
に
つ
い
て
の
共
通
性
と
し
て
、
も
う
一
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
「
主

客
一
体
へ
の
認
識
の
同
質
性
」（
同
書
、
一
九
九
頁
）
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
石
津
の
第
三
の
領
域
論
に
お
け
る
主
体
性
に
つ
い
て
検
討

し
た
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
実
相
論
に
お
い
て
は
主
体
性
を

重
要
視
す
る
こ
と
と
、
唯
心
論
的
な
傾
向
や
観
念
的
な
傾
向
へ
の
陥
り
や

す
さ
で
あ
る
。
本
稿
の
こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
、
天
台
実
相
論
の
探
究

に
少
な
か
ら
ず
寄
与
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
比
較
思
想
に
お
い
て
は
、

あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
天
台
実
相
論
を
、
あ
ら
た
め
て
俎
上
に
の
せ

る
た
め
の
足
掛
か
り
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
石
津
や
玉
城
の
比

較
思
想
へ
の
態
度
も
併
せ
て
考
え
れ
ば
、
哲
学
的
課
題
に
対
し
て
も
広
く

貢
献
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

参
考
文
献

石
津
照
璽
『
宗
教
哲
学
の
場
面
と
根
底
』
創
文
社
、
一
九
六
八
（
ａ
）
年

│
『
宗
教
経
験
の
基
礎
的
構
造
』
創
文
社
、
一
九
六
八
（
ｂ
）
年

│
『
天
台
実
相
論
の
研
究
：
宗
教
哲
学
研
究
Ⅰ
』
創
文
社
、
一
九
八
〇
年

魚
川
祐
司
「
現
代
日
本
に
お
け
る
仏
教
哲
学
の
可
能
性
：
玉
城
康
四
郎
を
手
が
か
り
に
」

『
比
較
思
想
研
究
』
三
五
号
、
比
較
思
想
学
会
、
二
〇
〇
八
年
所
収

木
村
敏
明
「「
初
期
」
石
津
宗
教
哲
学
に
お
け
る
「
成
立
性
」
概
念
：「
晩
期
」
の
実
証

的
研
究
と
の
関
連
に
お
い
て
」『
論
集
』
三
〇
号
、
印
度
学
宗
教
学
会
、
二
〇
〇

三
年
所
収

合
田
秀
行
「
研
究
室
を
築
い
た
人
々
（
10
）：
玉
城
康
四
郎
先
生
の
人
と
思
想
」『
精
神

科
学
』
四
二
号
、
日
本
大
学
哲
学
研
究
室
、
二
〇
〇
四
年
所
収

佐
藤
哲
英
『
天
台
大
師
の
研
究
』
百
華
苑
、
一
九
七
九
年
（
初
版
一
九
六
一
年
）

島
地
大
等
『
天
台
教
学
史
』
隆
文
館
、
一
九
七
七
年

玉
城
康
四
郎
「
天
台
實
相
觀
に
於
け
る
心
の
把
捉
の
仕
方
」『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
二

巻
二
号
、
日
本
印
度
学
仏
教
学
会
、
一
九
五
四
年
所
収
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に
正
確
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　（
28
）
同
書
、
二
三
五
頁
。

　（
29
）
同
書
、
二
三
六
頁
。

　（
30
）
同
書
、
二
四
〇
│
二
四
一
頁
。

　（
31
）
卍
続
蔵
五
六
、
三
〇
八
下
。

　（
32
）
石
津
﹇
一
九
八
〇
﹈、
六
九
頁
。

　（
33
）
同
書
、
七
四
頁
。

　（
34
）
同
書
、
二
四
一
頁
。

　（
35
）
同
書
、
二
四
四
│
二
四
五
頁
。

　（
36
）
玉
城
﹇
一
九
六
一
﹈、
四
九
四
頁
。

　（
37
）
同
書
、
四
九
四
頁
。

　（
38
）
同
書
、
四
九
五
│
四
九
六
頁
。

　（
39
）
同
書
、
四
八
三
│
四
八
七
頁
。

　（
40
）
同
書
、
四
八
七
頁
。

　（
41
）
同
書
、
四
〇
四
頁
。

　（
42
）
同
書
、
四
〇
五
頁
。

　（
43
）
同
書
、
六
八
三
頁
。

　（
44
）
魚
川
﹇
二
〇
〇
八
﹈
参
照
。 

　（
45
）
玉
城
﹇
一
九
八
六
﹈、
二
三
頁
。

　（
46
）
合
田
﹇
二
〇
〇
四
﹈
参
照
。

　（
47
）
玉
城
﹇
一
九
七
五
﹈、
五
〇
│
五
一
頁
。

　（
48
）
松
本
﹇
一
九
八
九
﹈、
五
七
頁
以
下
参
照
。

　（
49
）
同
書
、
六
一
頁
。

　（
50
）
玉
城
﹇
一
九
七
五
﹈、
六
一
頁
、
註
六
。

　（
51
）
同
書
、
六
二
頁
。

（
わ
た
な
べ
・
た
か
あ
き
、
分
析
哲
学
・
天
文
教
学
、 

大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
研
究
員
）

　（
6
）
同
書
、
一
八
九
頁
。

　（
7
）
同
書
、
一
九
三
頁
。

　（
8
）
た
と
え
ば
、
智
顗
の
『
魔
訶
止
観
』
に
は
、「
心
仏
衆
生
三
無
差
別
」（
大
正

四
六
、
四
七
二
下
）
と
記
さ
れ
る
。

　（
9
）
同
書
、
一
九
四
頁
。

　（
10
）
藤
原
﹇
二
〇
〇
二
﹈
参
照
。

　（
11
）
佐
藤
﹇
二
〇
一
四
﹈
参
照
。

　（
12
）
平
川
﹇
一
九
九
一
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　（
13
）
石
津
﹇
一
九
八
〇
﹈、
四
七
頁
。

　（
14
）
同
書
、
三
〇
頁
、
石
津
﹇
一
九
六
八
ａ
﹈、
一
九
頁
。

　（
15
）
同
書
、
八
頁
。

　（
16
）
同
書
、
二
四
│
二
五
頁
。

　（
17
）
同
書
、
三
九
頁
。

　（
18
）
た
だ
し
、「
私
に
と
っ
て
在
る
」
限
り
に
お
い
て
様
々
な
も
の
が
存
在
す
る
と

い
う
、
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
う
し
た
観
点
を
現
実
に
も
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
含
意
し
な
い
。
ま
た
、
石
津
の
立
場
は
、
唯
心
論
や
観
念

論
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
主
体
に
対
し
て
そ
の
外
か
ら
作
用
す
る
場
合
も

あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
書
、
四
〇
│
四
一
頁
参
照
。

　（
19
）
同
書
、
四
頁
、
四
一
頁
。

　（
20
）
同
書
、
四
七
頁
。

　（
21
）
同
書
、
二
四
頁
。

　（
22
）
同
書
、
四
七
│
四
八
頁
。『
魔
訶
止
観
』
大
正
四
六
、
三
二
上
。

　（
23
）
同
書
、
五
三
頁
。

　（
24
）
同
書
、
四
六
頁
。〔
　
〕
内
は
引
用
者
に
よ
る
。

　（
25
）
詳
し
く
は
、
林
﹇
二
〇
〇
一
﹈
や
、
佐
藤
﹇
一
九
七
九
﹈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

版
本
に
つ
い
て
は
同
書
に
詳
し
い
。

　（
26
）
石
津
﹇
一
九
八
〇
﹈、
二
四
八
頁
。

　（
27
）
た
だ
し
、
そ
の
論
争
の
内
容
を
知
る
す
べ
は
、
多
く
は
山
家
派
の
代
表
的
論

者
で
あ
る
知
礼
の
『
十
義
書
』『
観
心
二
百
問
』
等
の
み
で
あ
り
（
石
津
﹇
一
九

八
〇
﹈、
二
四
八
頁
）、
現
在
に
伝
わ
る
山
外
派
の
論
に
つ
い
て
の
記
述
が
厳
密


