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〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
の
予
備
的
省
察

禅
僧
は
、
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
意
味
生
産
の
現
場
に
立
ち
戻
ろ
う

と
す
る
の
か
。
彼
ら
は
そ
の
言
語
実
践
に
お
い
て
、
沈
黙
を
貴
ん
で
い

る
ふ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
の
饒
舌
さ
を
誇
示
す
る
か
の
よ
う

で
あ
り
、
し
か
も
た
だ
饒
舌
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
様
式
に
お

い
て
は
〈
語
る
〉
と
い
う
よ
り
も
〈
歌
う
〉
に
近
く
、
彼
ら
の
生
産
す

る
表
現
の
束
は
、
今
日
に
〈
文
学
〉literatu

re

或
い
は
〈
芸
術
〉art

と
い
う
〈
枠
〉fram

ew
ork

の
中
で
語
ら
れ
う
る
よ
う
な
性
質
を
認
め

さ
え
す
る
。
な
る
ほ
ど
「
禅
問
答
」
と
揶
揄
さ
れ
る
、
彼
ら
の

ふ
ざ
け
た

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

よ
う
な

ヽ

ヽ

ヽ

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
を
想
起
す
れ
ば
、
羅

列
さ
れ
た
記
号
群
は
、〈
公
共
性

ヽ

ヽ

ヽ

〉
の
高
い
〈
意
味
〉
的
な
配
列
を
示

す
と
い
う
よ
り
（
換
言
す
れ
ば
、
誰
に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
言
う

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ
と
よ
り
）、

そ
の
〈
公
共
的
〉
な
〈
意
味
〉
列
を
剥
げ
落
と
そ
う
と
す
る
企
て
と
し

て
編
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
の
時
、
彼
ら
の
濫
用
す
る
、

〈
詩
的
〉
と
形
容
し
得
る
表
現
の
束
の
存
在
は
、
禅
僧
は
い
か
に
し
て

詩
人
で
あ
る
か
、
と
い
う
本
稿
の
主
題
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
な
る
。

所
謂
「
五
山
文
学
」（「
禅
林
文
学
」）
と
い
う
枠
組
み
が
、
膨
大
な
量

の
詩
篇
と
と
も
に
、「
詩
禅
一
味
」
或
い
は
「
詩
禅
一
致
」
な
ど
と
呼
び

慣
わ
さ
れ
る
言
説
を
内
に
含
ん
で
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

(

１)

。

こ
れ
に
関
し
て
従
来
の
研
究
は
幾
た
び
か
、
な
ぜ
禅
僧
は
〈
詩
〉
と

〈
禅
〉
を
一
体
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
類
の
〈
問
い
〉
を

立
て
て
そ
れ
を
問
題
化
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
の
管
見
の

限
り
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
問
い
〉
が
十
分
な
議
論
を
尽
く
し
て

検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
く
、
全
般
的
に
は
こ
れ
に
関
し
て
あ
ま

り
表
立
っ
た
関
心
を
向
け
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。
そ
れ

は
、
こ
の
〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
を
、
禅
僧
た
ち
が
自
ら
の
「
文
学
趣
味
」

を
正
当
化
す
る
た
め
に
作
り
出
し
た
「
短
絡
」
的
な
強
弁
に
過
ぎ
な
い
、

と
い
う
基
本
線
の
中
で
と
り
あ
え
ず
納
得
さ
せ
て
き
た
か
ら
だ
と
思
わ
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れ
る
の
だ
が

(

２)

、
こ
の
点
に
つ
い
て
端
的
に
藉
問
す
れ
ば
、B

な
ぜ
禅
僧

は
詩
を
作
っ
た
の
かC

と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
率
直
な
疑
問
は
、
こ
の
よ

う
な
理
解
に
よ
っ
て
十
分
に
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
と
き
に
わ
れ
わ
れ
が
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う

な
〈
問
い
〉
自
体
が
既
に
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
の
仕
方
を
予
断
的
に
導

く
よ
う
な
二
重
の
過
誤
を
犯
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、（
１
）
こ
の
〈
問
い
〉
は
、〈
詩
〉
及
び
〈
禅
〉
と
い
う

摩
耗
し
た
辞
項
を
そ
の
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
の
意

味
性
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
あ
た
か
も
自
明
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う

に
承
認
―
誤
認
さ
れ
、〈
詩
〉
と
は
何
か
、〈
禅
〉
と
は
何
か
、
と
い
う

根
本
的
な
問
い
が
棚
上
げ
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
辞
書
的
分

類
に
お
い
て
全
く
異
な
る
位
層
に
登
記
さ
れ
て
い
る
両
辞
項
の
一
致
性

と
い
う
問
題
に
は
、
は
じ
め
か
ら
詭
弁
性
が
密
輸
入
さ
れ
て
し
ま
っ
て

お
り
、
そ
も
そ
も
の
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
常
識
的
思
考
と
合
致
し
な

い
よ
う
に
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
抽
象
的
な
、
特
権
的
記
号
と

し
て
の
〈
禅
〉
と
、
日
常
的
な
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
記
号
と
し
て
の
〈
詩
〉
の
間

に
横
た
わ
る
違
和
感
が
潜
在
的
な
バ
イ
ア
ス
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
判
断
を
制
約
し

て
し
ま
っ
て
い
る
）。

ま
た
、（
２
）
こ
の
〈
問
い
〉
が
、「
五
山
文
学
研
究
」
と
い
う
〈
枠
〉

fram
ew

ork

／
学
問
制
度
＝
規
律discipline

の
内
部
に
お
い
て
発
せ
ら
れ

る
必
然
性
に
よ
っ
て
、わ
れ
わ
れ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴperspective

＝

視
点
は
ま
ず
も
っ
て
、
詩
作
品
と
い
う
表
出
さ
れ
た
静
的

ヽ

ヽ

構
造
体
の
内

部
へ
と
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
〈
問
い
か
け
〉

自
体
が
、B

な
ぜ
禅
僧
は
詩
を
作
っ
た
の
かC

と
い
う
疑
問
の
発
展
性

を
妨
げ
、
さ
ら
に
はB

〈
詩
〉
と
い
う
構
造
を
生
み
出
し
て
い
る
〈
動

力
〉C

に
対
す
る
了
解
可
能
性
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね

な
い
の
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
詩
作
品
自
体

ヽ

ヽ

を
ど
れ
だ
け
注
意
深
く
観
察
し
た
と

し
て
も
、
そ
こ
か
ら
〈
詩
〉
の
生
成
原
理
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え

て
言
え
ば
、
林
檎
の
木
に
実
が
な
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
の
に
、
ど
れ
だ
け

そ
の
実
だ
け

ヽ

ヽ

を
観
察
し
て
み
て
も
、
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
と
同
じ
で

あ
る
）。

（
１
）も（
２
）
も
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
的
土
台
の
構
築
性
＝
恣
意
性

を
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
視
点
を
無
条
件
に
客
観
的

位
相
に
引
き
上
げ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
問
題
の
所
在
が
あ
る
が
、

と
り
わ
け
（
２
）
の
問
題
に
つ
い
て
言
い
直
せ
ば
、「
五
山
文
学
」
と

い
う
学
問
制
度
＝
規
律disciplin

e

自
体
が
、「
五
山
文
学
」
を
可
能
に

す
る
〈
動
力
〉
を
黙
殺
し
て
も
良
い
と
い
う
事
実
上
の
免
罪
符

ヽ

ヽ

ヽ

を
与
え

て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
い
か
な
る
学
問
制
度
＝
規

律
も
ま
た
研
究
主
体
間
の
議
論
を
可
能
に
す
る
〈
場
〉
を
創
出
す
る
上

で
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
の
思
考
に
限
定
を
加
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
旧
来
の
発
想
法
を
剔
抉
し
、
参
照
枠
（
資
料

体
）を「
五
山
文
学
」
／
「
文
学
研
究
」
の
外
部
へ
と
拡
大
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
不
可
視
化
さ
れ
て
き
た
〈
動
力
〉
の
あ
り
か
を
発

掘
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
が
方
法
と
し
て
選
択

す
る
の
は
、〈
詩
〉
と
い
う
階
層
か
ら
ひ
と
ま
ず
離
れ
、
そ
れ
を
包
括

す
る
で
あ
ろ
う
〈
コ
ト
バ
〉
に
つ
い
て
の
解
剖
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。

禅
僧
は
、
歴
史
的
に
見
て
、〈
コ
ト
バ
〉
―
―
こ
の
概
念
自
体
が
再

考
の
対
象
と
な
る
が
―
―
に
つ
い
て
深
く
探
求
す
る
存
在
で
あ
り
続
け

た
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
禅
僧
が
こ
の
よ
う
に
〈
コ
ト
バ
〉
に
対
す
る
深
い
洞
察
を
経

て
い
る
こ
と
と
、
禅
僧
が
詩
人
で
あ
る
こ
と
と
の
間
に
は
、
何
ら
か
の

必
然
的
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
の
よ
う
な
仮
定
に
立
て

ば
（
そ
し
て
〈
詩
〉
が
自
明
の
概
念
で
な
い
と
す
れ
ば
）、
わ
れ
わ
れ
も
同
様

に
〈
コ
ト
バ
〉
に
対
す
る
洞
察
を
追
認
し
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
の
下
で
捉
え
ら
れ
て
き
た
の
か
を
問
い
直
す
こ
と
が
不
可
避
の

作
業
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
を
考

察
す
る
準
備
が
整
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
ま
ず
、
禅
籍
／
仏
典
中
に
お
け
る
〈
コ
ト
バ
〉
を
め
ぐ
る
語

り
を
読
解
す
る
作
業
を
通
し
て
、
禅
と
い
う
圏
域
の
中
で
、〈
コ
ト
バ
〉

は
い
か
な
る
性
質
を
も
っ
た
も
の
と
さ
れ
、
い
か
に
働
く
べ
き
も
の
と

さ
れ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
結

果
を
踏
ま
え
た
上
で
、〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う

な
土
壌
の
中
で
醸
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指

し
て
い
る
。

な
お
、
結
論
を
前
も
っ
て
示
し
て
お
く
と
す
れ
ば
、
本
稿
は
、
禅
僧

の
詩
作
行
為
に
は
必
然
性
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
点
を
主
張
の
眼
目

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
〈
コ
ト
バ
〉
×
定
式
＝
苦
し
み

〈
コ
ト
バ
〉
が
〈
現
実
〉
を
作
り
出
す

以
下
、
本
節
は
、
禅
の
言
語
論
を
再
確
認
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
。

た
だ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
の
体
系
性
が
体
系
的
記
述
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
な
い
と
い
う
禅
籍
一
般
の
性
質
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に

議
論
の
足
が
か
り
を
要
請
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
井
筒
俊
彦
〔
一
九

一
四
―
一
九
九
三
〕（
イ
ス
ラ
ー
ム
を
中
心
と
す
る
東
洋
思
想
研
究
者)

と
い
う

補
助
線
を
利
用
す
る
こ
と
で
問
題
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

井
筒
は
「
禅
に
お
け
る
言
語
的
意
味
の
問
題
」「
対
話
と
非
対
話
―

禅
問
答
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
」（『
意
識
と
本
質
―
精
神
的
東
洋
を
索
め
て

―
』
所
収
）
な
ど
の
一
連
の
論
考
に
お
い
て
禅
と
言
語
の
問
題
に
取
り
組

ん
で
い
る
が
、
そ
れ
ら
で
は
禅
の
言
語
論
は
、
以
下
の
よ
う
な
基
本
線

に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、（
禅
に
お
い
て
）「
言
語
は

主
と
し
て
…
…
本
来
な
ん
の
区
別
も
な
く
、
な
ん
の
線
も
引
か
れ
て
い

な
い
絶
対
無
限
定
者
の
平
面
に
多
く
の
複
雑
な
線
を
引
い
て
そ
れ
を
区

分
し
、
そ
こ
に
無
数
の
意
味
単
位
の
「
目
に
見
え
ぬ
格
子
」（in

v
isib

le

g
rid

）、
す
な
わ
ち
輻
輳
す
る
分
節
線
の
体
系
を
作
り
出
す
も
の
」
で
あ
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り
、「
し
か
も
こ
の
分
節
線
を
構
成
す
る
意
味
単
位
は
そ
の
ま
ま
認
識

の
単
位
と
な
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
現
実
」
の
諸
部
分
は
そ
れ
ぞ
れ

独
立
に
存
在
す
る
も
の

ヽ

ヽ

や
事
柄
と
し
て
認
識
さ
れ
て
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ

る
経
験
的
世
界
な
る
も
の
が
現
出
し
て
く
る

(

３)

」（
傍
点
原
文
）、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、〈
コ
ト
バ
〉
こ
そ
が
「
絶
対
無
分
節
」
な
存
在
を
秩
序
化

し
、〈
現
実
〉
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
〈
現
実
〉

は
、〈
コ
ト
バ
〉
以
前
に
お
い
て
は
い
か
な
る
分
節
的
構
造
も
即
自
的

価
値
も
有
し
て
い
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
改
め
て

触
れ
て
お
く
べ
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
す
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
―
事
物

は
、
固
有
の
実
体
を
も
っ
て
単
体
と
し
て
自
律
す
る
も
の
で
は
な
く
、

相
互
依
存
的
な
〈
関
係
性
〉
の
中
で
共
起
―

共
変
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
仏
教
の
存
在
論
的
―
認
識
論
的
基
盤
＝
「
縁
起
」
で
あ
る
。
禅

籍
の
幾
つ
か
に
お
い
て
「
縁
起
」
は
、「
言
説
者
是
縁
起
之
法
」（
虎
関

師
錬
『
仏
語
心
論

(

４)

』）、「
言
語
是
縁
」（
大
珠
慧
海
『
頓
悟
要
門

(

５)

』）
な
ど
と
、

端
的
に
〈
コ
ト
バ
〉
の
こ
と
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う

な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
諸
事
物
の
即
自
的
実
体
性
は
決
定
的
に

抹
消
さ
れ
（「
無
自
性
」）、
す
べ
て
は
〈
コ
ト
バ
〉
と
い
う
〈
関
係
性
〉

の
網
の
目
に
よ
っ
て
事
後
的
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

産
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
端
的
に
咀
嚼
す
れ
ば
、
諸
事
物
が
あ
る
か
ら
〈
コ
ト
バ
〉
が
あ

る
の
で
は
な
く
、〈
コ
ト
バ
〉
が
あ
る
か
ら
諸
事
物
が
あ
る
の
だ
、
と

な
る
が
（
な
お
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
仏
教
の
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
は
、「
近
代
言
語
学
の
祖
」
と
言
わ
れ
るF

.de
S

au
ssu

re

の
言
語
論
と
相

似
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
）、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
お
の
ず
か
ら
、

〈
コ
ト
バ
以
前
〉
／
〈
コ
ト
バ
以
後
〉、
と
い
う
存
在
―
認
識
の
二
元
性

が
議
論
の
基
軸
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
す
る
あ
ら
ゆ
る
現
象
が
言
語
的
水
準

―
―
〈
コ
ト
バ
以
後
〉
―
―
の
中
で
こ
そ
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
す

れ
ば
、
い
か
な
る
現
象
Ａ
も
ま
た
そ
の
現
象
Ａ
を
め
ぐ
る
〈
語
り
〉
の

中
で
こ
そ
〈
現
実
〉
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
に
し
て
作
り
出
さ
れ
た
〈
現
実
〉
の
構
成
は
、
絶
対
無
分
節
な
「
実

相
」

―
〈
コ
ト
バ
以
前
〉

―
に
対
し
て
い
か
な
る
自
然
的
根
拠
も

持
ち
得
な
い
が
ゆ
え
に
、〈
虚
構
〉
的
産
物
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
通
念
的
理
解
と
対
蹠
さ
せ
つ
つ
注
意

し
て
お
く
べ
き
は
、〈
コ
ト
バ
〉
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
〈
世
界
〉
の
一

部
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
さ
に
わ
れ
わ

れ
の
〈
世
界
〉
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
り
、〈
コ
ト
バ
〉
の
限
界
線
は
、

〈
世
界
〉
の
限
界
線
と
ぴ
っ
た
り
と
一
致
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、〈
コ
ト
バ
〉
と
は
、
ま
さ
し
く
〈
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る

（
意
味
的
）
世
界
〉
を
生
成
す
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

も
の
で
あ
り
な
お
か
つ
、
そ
の
よ
う
に

生
成
さ
れ
た

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

〈
世
界
〉、
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の

用
い
る
〈
コ
ト
バ
〉
と
い
う
用
語
は
、
原
則
的
に
〈
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世

界
〉
と
置
換
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
禅
に
お
い
て
は
、
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い
か
な
る
問
題
も
〈
コ
ト
バ
〉
の
水
準
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
原
理
に
お
い
て
、
禅
は
、〈
コ
ト
バ
〉
と
は
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
で
あ
る
、
と
い
う
日
常
の
中
に
ど
っ
ぷ
り
つ
か

っ
た
惰
性
を
脱
自
明
化
す
る
こ
と
か
ら
探
索
を
始
め
て
い
く
。
そ
れ
は

例
え
ば
、
菩
提
達
摩B

od
h

i-d
h

arm
a

が
修
行
者
に
対
し
て
「
こ
れ
は

何
か
」
と
眼
前
の
個
物
の
〈
名
〉
を
問
い
続
け
た
こ
と

(

６)

、
あ
る
い
は
六

祖
慧
能
に
自
身
の
〈
名
〉
を
問
わ
れ
た
南
嶽
懐
譲
が
、「
説
似
一
物
即

不
中
」（
少
し
で
も
言
葉
に
す
れ
ば
も
は
や
あ
た
り
ま
せ
ん
）
と
答
え
た
こ
と

(

７)

、

ま
た
『
臨
済
録
』
な
ど
に
見
え
る
「
爾
纔
開
口
、
早
勿
交
渉
也
」（
少
し

で
も
口
を
開
け
ば
も
う
的
は
ず
れ
だ

(

８)

）
と
い
う
文
句
な
ど
に
そ
の
一
端
を
察

知
し
う
る
。
如
上
、〈
コ
ト
バ
〉
を
疑
う
こ
と
は
、
禅
に
お
い
て
初
歩

的
な
方
法
そ
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
以
下
、
禅
に
お
い
て
重

要
な
テ
ク
ス
ト
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
き
た
『
楞
伽
経
』（
四
巻
楞
伽

(

９)

）、
及

び
虎
関
師
錬
〔
一
二
七
八
―
一
三
四
六
〕
に
よ
る
そ
の
注
釈
書
、『
仏
語
心

論

(

10)

』
を
参
照
軸
と
し
て
、
禅
の
言
語
論
の
問
題
を
さ
ら
に
進
め
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

語
／
義

ま
ず
『
楞
伽
経
』
が
〈
コ
ト
バ
〉
の
問
題
を
、「
語
」と「
義
」
の
関

係
性
の
問
題
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
わ
れ
わ
れ
の
目
を
引
く
。

同
経
に
よ
る
と
、「
語
」
と
は
、「
言
字
」と「
妄
想
」
と
の
「
和
合
」
で

あ
り
、
喉
・
唇
・
舌
・
歯
・
歯
茎
・
頬
輔
ほ

ほ

と
い
う
身
体
器
官
に
よ
っ

て
、「
彼
我
」（
自
他
の
差
異
）、「
言
説
」、「
妄
想
」、「
習
気
」（
身
に
染

み
つ
い
た
過
去
の
潜
在
的
影
響
力
）、「
計
着
」（
思
案
・
思
い
こ
み
）、
を
因
と

し
て
生
ず
る
も
の
と
さ
れ
る
〔
云
何
為
語
、
謂
言
字
妄
想
和
合
、
依
咽
喉
脣

舌
歯
D
E
輔
、
因
彼
我
言
説
妄
想
習
気
計
著
生
、
是
名
為
語

(

11)

〕。
一
方
、「
義
」

と
は
、
あ
ら
ゆ
る
「
妄
想
相
」「
言
説
相
」
か
ら
離
れ
た
も
の
と
さ
れ

る
〔
云
何
為
義
、
謂
離
一
切
妄
想
相
言
説
相
、
是
名
為
義

(

12)

〕。
こ
の
こ
と
か
ら

ま
ず
銘
記
し
て
お
く
べ
き
は
、「
語
」
と
「
義
」
の
関
係
は
、〈
コ
ト
バ
〉

と
〈
意
味
〉、
或
い
は
、〈
コ
ト
バ
〉
と
〈
概
念
〉
の
関
係
と
は
等
し
く

な
い
ヽ

ヽ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
〈
意
味
〉・〈
概
念
〉

と
は
、
む
し
ろ
〈
コ
ト
バ
〉
と
表
裏
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、「
義
」

と
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
意
味
〉・〈
概
念
〉
か
ら
離
脱
し
た
も
の
、
す
な

わ
ち
〈
意
味
以
前
の
対
象
＝
存
在
そ
の
も
の
〉、
と
見
做
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、「
義
」
＝
存
在
そ
の
も
の
と
は
、「
語
」
の
よ
う

に
分
割
さ
れ
た
存
在
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
固
有
の
〈
か
た
ち
〉
が
な
く
、

例
え
ば
「
花
」と
い
う
「
語
」に
対
応
す
る
よ
う
な
実
体
的
個
物
の
像
イ
メ
ー
ジの

こ
と
で
さ
え
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
そ
の
よ
う
な
像
イ
メ
ー
ジ

も

既
に
分
節
的
存
在
・
言
語
的
存
在
で
あ
る
）。
そ
れ
は
、『
頓
悟
要
門
』（
大
珠

慧
海
）
に
、「
言
説
は
生
滅
、
義
は
不
生
滅
、
義
は
形
相
な
く
し
て
、
言

説
の
外
に
在
り
」
と
要
約
さ
れ
る
通
り
で
あ
る

(

13)

。

そ
こ
で
、『
楞
伽
経
』
は
、「
語
」
／
「
義
」
問
題
に
つ
い
て
わ
れ
わ

れ
に
次
の
よ
う
な
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
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（
¡
）「
義
」
＝
〈
意
味
以
前
〉
を
「
語
」
＝
〈
意
味
以
後
〉（
の
よ
う
な

構
造
体
）
と
同
一
の
も
の
と
し
て
見
て
は
な
ら
な
い

(

14)

。
こ
れ
は
、
わ
れ

わ
れ
が
、
経
験
的
世
界
の
中
で
、〈
意
味
以
前
〉
と
い
う
存
在
そ
の
も

の
＝
客
観
的
対
象
を
、
ま
さ
に
〈
意
味
〉
の
通
り
に
し
か
見
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
本
質
的
に
錯
視
・
誤
認
で
あ
る
こ
と
の

告
知
で
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
不
可
避
的
な
錯
視
・
誤
認
で
あ
る
）。
し
か

し
な
が
ら
、『
楞
伽
経
』
は
、
そ
の
一
方
で
、（
™
）「
語
」
＝
〈
意
味
以

後
〉
と
「
義
」
＝
〈
意
味
以
前
〉
は
「
非
異
非
不
異
」（
異
な
る
も
の
で
も
な

く
、
異
な
ら
な
い
も
の
で
も
な
い
）
の
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
重
ね

て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

15)

。
両
項
が
「
非
不
異
」
の
関
係
に
あ
る
と

い
う
こ
と
は
（
¡
）
の
観
点
か
ら
了
解
さ
れ
う
る
し
、
そ
れ
が
禅
僧
の

〈
コ
ト
バ
〉
へ
の
不
信
と
い
う
態
度
へ
と
連
続
し
て
い
る
こ
と
は
容
易

に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
両

項
が
「
非
異
」
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
に
着
眼
す
る
な
ら
ば
、「
義
」
＝
〈
意
味
以
前
〉
と
は
何
か
に

つ
い
て
い
ま
少
し
考
察
を
重
ね
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
諸
経
論
の
中
に
、「
不
可
説
」（
語
り
得
な
い
）、「
不
可
思

議
」（
認
識
し
得
な
い
）、「
不
可
得
」（
捉
え
得
な
い
）
な
ど
の
用
語
を
瞥
見

し
う
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
、
例
え
ば
「
一
切
諸
法
皆
不
可
説
、
其
不

可
説
亦
不
可
説
」〔
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
言
い
表
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
そ
の
言
い
表
せ
な
い
と
い
う
こ
と
も
ま
た
言
い
表
せ
な
い
〕（『
勝
天
王

般
若
波
羅
蜜
経
』
無
所
得
品
第
八
）、「
当
知
一
切
法
不
可
説
、
不
可
念
、
故

名
為
真
如
」〔
ま
さ
に
知
る
べ
き
で
あ
る
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
言
い
表
す
こ
と
が

で
き
ず
、
思
念
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
ゆ
え
に
真
如
と
名
づ
け
る
の
だ
、
と
〕

（『
大
乗
起
信
論
』
第
三
解
釈
分
）
な
ど
と
い
う
言
表
に
接
す
る
。
こ
の
よ
う

な
論
法
の
中
に
確
認
し
て
お
く
べ
き
は
、（
Ａ
）B

あ
ら
ゆ
る
存
在
は
コ

ト
バ
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
な
いC

、（
Ｂ
）B

あ
ら
ゆ
る
存
在
は
真
実

で
あ
るC

、（
Ｃ
）B

真
実
は
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
な
いC

と

い
う
論
理
構
造
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、B

〈
真
実
〉
は
〈
コ
ト
バ
〉

を
超
越
し
て
い
るC

、
と
い
う
耳
慣
れ
た
言
表
は
、
こ
こ
で
は
次
の
よ

う
に
噛
み
砕
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に

あ
る
い
か
な
る
存
在
者
、
そ
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
自
身
さ
え
も
が
、〈
コ

ト
バ
〉
以
前
に
お
い
て
は
い
か
な
る
即
自
的
実
体
性
も
有
し
て
い
な
い

と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
決
し
て
〈
コ
ト
バ
〉
に
は
さ
れ
え
な
い
（
ま

た
認
識
も
さ
れ
え
な
い
）。
し
か
し
／
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
なB

〈
コ
ト

バ
〉
に
よ
っ
て
〈
意
味
づ
け
〉
ら
れ
る
以
前
の
「
一
切
法
」
＝
あ
ら
ゆ

る
存
在C

は
、
た
だ
の
符
丁
と
し
て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

〈
真
実
〉（
或
い
は
〈
真
如
〉）
な
ど

と
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
で
、

〈
真
実
＝
認
識
不
可
能
で
未
分
化
な
前
言
語
的
存
在
〉
の
遍
在
性
は
、

眼
前
の
個
物
群
が
そ
れ
ぞ
れ
何
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
自
ら
は
何
と
呼

ば
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
の
名
状
す
る
方
法
を
決
定
的
に
失
効
さ
せ
、

わ
れ
わ
れ
に
沈
黙
を
強
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一

方
で
〈
真
実
〉
は
、
本
来
的
に
〈
名
づ
け
得
ぬ
も
の
〉
で
あ
る
た
め
に
、

ま
さ
し
く
逆
説
的
に
多
様
な
〈
名
づ
け
〉
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
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『
楞
伽
経
』
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
名
づ
け
得
ぬ
も
の
〉
の
同
義
語
と
し

て
、「
如
来
・
一
切
智
・
仏
・
救
世
・
自
覚
・
導
師
・
広
導
・
一
切
導
・

仙
人
・
梵
・
F
紐
・
自
在
・
勝
・
迦
F
羅
・
真
実
辺
・
月
・
日
・
主
・

無
生
・
無
滅
・
空
・
如
如
・
諦
・
実
際
・
法
性
・
涅
槃
・
常
・
平
等
・

不
二
・
無
相
・
解
脱
・
道
・
意
生
」
と
い
う
三
十
三
種
の
〈
名
づ
け
〉
の

例
を
列
挙
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
衆
生
が
、
名
に
随
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
を

即
自
的
実
体
性
を
有
す
る
も
の
と
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
を
批
判
す
る

(

16)

。

〈
意
味
以
前
〉
の
〈
質
〉
的
存
在
は
、〈
コ
ト
バ
＝
関
係
性
〉
に
よ
っ
て

分
節
化
さ
れ
な
が
ら
、
可
算
的
な
単
位
を
有
す
る
〈
量
〉
的
存
在
へ
と

変
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が

(

17)

、
そ
の
各
項
が
、
同
一
性id

en
tity

の
形

式
を
附
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
他
項
と
の
差
異
性
を
本
質
不
変
の
も
の

と
わ
れ
わ
れ
に
錯
視
さ
せ
な
が
ら
）
自
立
＝
自
律
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、〈
語
り
得
ぬ
も
の
〉
は
、〈
コ
ト
バ
〉
の
産
出
物
と
し
て
複

数
化
さ
れ
、〈
世
界
〉
の
構
成
要
素
の
一
つ
へ
と
矮
小
化
・
有
限
化
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
捉
え
よ
う
と
し
て
い
るB
〈
コ

ト
バ
〉
で
は
な
い
も
のC

は
、〈
Ｘ
〉
と
い
う
〈
コ
ト
バ
〉
に
よ
っ
て

名
づ
け

ヽ

ヽ

ヽ

ら
れ
た
瞬
間
に
お
い
て
ま
さ
し
くB

〈
コ
ト
バ
〉
で
は
な
い
も

のC

で
は
な
く
な
る
。〈
コ
ト
バ
〉
の
〈
外
部
＝
彼
岸
〉
は
、
不
可
避
的

に
〈
コ
ト
バ
〉
の
〈
内
部
＝
此
岸
〉
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。と

は
い
え
、
こ
の
と
き
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て

〈
コ
ト
バ
〉
の
〈
内
部
〉
と
〈
外
部
〉
は
一
致
す
る

ヽ

ヽ

ヽ

、
な
ど
と
い
う
言

い
方
を
安
易
に
と
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、「
語
」
＝
〈
意
味
以
後
〉
と
「
義
」
＝
〈
意
味
以
前
〉
の
「
非
異
」
の

関
係
が
決
し
て
「
一
」
の
関
係
に
置
換
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。〈
真
実
〉
は
〈
コ
ト
バ
〉
の
〈
内
部
〉
に
あ
る
、
と
い
っ
た
と
き

の
〈
真
実
〉
は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
で

は
な
い
が
、
こ
れ
を
仮
に
〈

〉
と
表
記
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、

〈

〉
と
〈
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世
界
〉
と
の
関
係
は
、
た
だ

異
な
っ
て
い
な
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

＝「
非
異
」
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
同
じ

ヽ

ヽ

な
の
で
は
な
い
（
つ
ま
り
「
非
不
異
」
で
あ
る
）。
実
は
こ
の
よ
う
な
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
構
造
こ
そ
が
禅
の
言
語
論
の
基
幹
を
な
し
て
い
る
と
見
ら
れ

る
の
だ
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
節
に
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と

し
て
、
こ
こ
で
は
、「
語
」
＝
〈
意
味
以
後
〉
と
「
義
」
＝
〈
意
味
以
前
〉

の
関
係
性
に
関
し
て
、
両
項
の
〈
同
一
性
〉
と
〈
差
異
性
〉
が
同
時
に

ヽ

ヽ

ヽ

否
認
さ
れ
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

と
こ
ろ
に
『
楞
伽
経
』
の
言
語
論
の
基
本
構
造
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
い
う
点
を
確
認
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

さ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
禅
は
学
問
と
し
て
〈
コ
ト
バ
〉
と
は

何
か
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、〈
コ
ト
バ
〉
が
本
質
的
に
〈
虚

構
〉
性
を
有
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
目
的
で
も
な
い
。
禅
が
〈
コ

ト
バ
〉
を
重
く
見
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
虚
構
〉
的
で
あ
る
と
こ
ろ

の
〈
コ
ト
バ
〉
が
、
苦
悩
を
生
産
す
る
原
因
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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苦
悩
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か

さ
て
、
仏
教
は
、
世
界
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
（「
一
切
皆
苦
」）、

と
い
う
世
界
認
識
を
始
発
点
に
持
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
必
然
的
に
苦
し
み

や
痛
み
を
抱
え
込
む
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
苦
悩
の

遍
在
性
は
、〈
コ
ト
バ
〉
の
遍
在
性
―
―
わ
れ
わ
れ
衆
生
が
不
可
避
的
に

〈
コ
ト
バ
〉
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
―
―
と
呼
応
す
る
も
の
で

あ
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
（
傍
点
筆
者
）、

¡

我
等
諸
仏
及
諸
菩
薩
、
不
説
一
字
不
答
一
字
、
所
以
者
何
、
法
離

文
字
故
、
非
不
饒
益
義
説
、
言
説
者
衆
生
妄
想
故

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、（『
楞
伽
経

(

18)

』）

¡

凡
愚
楽
妄
想
／
不
聞
真
実
慧
／
言
語
三
苦
本

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

／
真
実
滅
苦
因
（『
楞

伽
経

(

19)

』）

¡

真
実
義
者
、
微
妙
寂
静
是
涅
槃
因
、
言
説
者
妄
想
合

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、
妄
想
者
集

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

生
死

ヽ

ヽ

、（『
楞
伽
経

(

20)

』）

¡

不
生
不
滅
自
性
涅
槃
三
乗
一
乗
心
自
性
等
、
如
縁
言
説
義
計
著
、

墮
建
立
及
誹
謗
見
、
異
建
立
異
妄
想
、
如
幻
種
種
妄
想
現
、（『
楞

伽
経

(

21)

』）

¡

蓋
言
説
者
従
妄
想
生
、
以
妄
想
者
言
説
因
故
、
…
若
以
言
説
妄
想

為
異
、
不
可
妄
想
是
言
説
因
、
而
実
言
説
因
妄
想
生
、
是
故
為
同
、

…
若
以
言
説
妄
想
為
同
、
言
語
之
法
不
顕
真
義
、
何
以
故
、
言
語

ヽ

ヽ

即
是
妄
想
生
法

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、
妄
想
言
説
共
為
一
体
、
而
言
説
法
顕
示
真
如
、

彼
妄
想
者
与
真
如
遠
、
是
故
言
説
与
妄
想
異
、（『
仏
語
心
論

(

22)

』）

¡

一
切
衆
生
不
知
真
実
者
、
皆
為
言
語
之
所
覆
、（『
宗
鏡
録

(

23)

』）

な
ど
の
記
述
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、〈
コ

ト
バ
〉
は
、「
三
苦
」（
苦
苦
・
行
苦
・
壊
苦
）
の
根
本
と
し
て
把
握
さ
れ

る
の
を
基
本
線
に
、
わ
れ
わ
れ
が
、〈
コ
ト
バ
〉
の
構
造
の
中
に
取
り

込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
〈
妄
想
〉
を
起
こ
す
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
〈
コ
ト
バ
〉
と
〈
妄
想
〉
と
の
共
犯
関
係
の
中
で
苦
悩
が
（
再
）

生
産
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
告
発
さ
れ
る
。

前
述
の
通
り
、
主
体
を
含
め
た
諸
存
在
は
、〈
コ
ト
バ
〉
に
よ
っ
て

偽
造
―
捏
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
不
可
避

的
に
、
そ
の
よ
う
な
〈
言
語
的
現
実
〉
へ
と
没
入
し
た
状
態
に
置
か
れ

て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
主
体
及
び
諸
事
物
の
即
自
的
実
体
性
を
信
憑

し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
辞
項
間
の
〈
関
係
性
＝
差
異
〉
の
本
質
化
、
各

辞
項
の
自
己
同
一
化
、
価
値
体
系
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
自
然
化
を
推
し

進
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
言
語
的
被
造
性
を
忘
却
す
る
。
わ
れ
わ
れ

が
こ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
は
、〈
コ
ト
バ
〉
の
世
界
に
放

り
込
ま
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
が
、
よ
り
根
本
的
に
言
え

ば
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
の
中
の
言
語
的
一
項
目
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
一
切
の
例
外
な
く
、〈
言
語
的
現
実
〉
の
〈
内
部
〉
に
お
け
る

局
限
的
立
場
＝
〈
我
〉（
他
の
誰
で
も
な
い
私
）
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
限
定
性
は
、
決
し
て
俯
瞰
的
視
点
＝
絶
対
的
客
観
と
交
差

し
な
い
た
め
に
構
造
の
全
体
性

―
絶
対
的
無
価
値
性

―
を
不
可

視
化
し
、
諸
辞
項
の
言
語
的
被
造
性
を
覆
い
隠
し
な
が
ら
構
造
内
部
の
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局
所
＝
〈
我
〉
を
絶
対
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

『
安
心
法
門
』
は
こ
う
述
べ
る

(

24)

。

若
し
我
無
く
ん
ば
、
物
に
逢
う
て
是
非
を
生
ぜ
ず
。
是
と
は
我
自

ら
是
と
す
る
こ
と
に
し
て
、
而
も
物
は
是
に
非
ず
。
非
と
は
我
自

ら
非
と
す
る
こ
と
に
し
て
、
而
も
物
は
非
に
は
非
ず
。
心
に
即
し

て
無
心
な
る
、
是
れ
を
仏
道
に
通
達
す
と
為
し
、
物
に
即
し
て
見

を
起
さ
ざ
る
、
是
れ
を
道
に
達
す
と
名
づ
く
。
物
に
逢
う
て
直
に

達
し
て
、
其
本
源
を
知
ら
ば
、
此
人
の
慧
眼
は
開
け
る
な
り
。
智

者
は
物
に
任
せ
て
己
に
任
せ
ず
、
即
ち
取
捨
違
順
無
し
。
愚
人
は

己
に
任
せ
て
物
に
任
せ
ず
、
即
ち
取
捨
違
順
有
り
。
一
物
も
見
ざ

る
を
、
名
づ
け
て
道
を
見
る
と
為
し
、
一
物
を
も
行
ぜ
ざ
る
を
、

名
づ
け
て
道
を
行
ず
と
為
す
。

も
し
〈
我
〉
と
い
う
独
立
自
存
の
言
語
的
主
体
が
な
け
れ
ば
、〈
物
〉

に
対
し
て
是
／
非
の
区
別

―
価
値

―
を
読
み
取
る
こ
と
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
是
／
非
の
区
別
は
、〈
我
〉
と
い
う
局
限
的
立
場
か
ら
、

「
順
境
」（
自
分
に
と
っ
て
好
ま
し
い
現
実
の
あ
り
方
）
と
「
違
境
」（
自
分
に

と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
現
実
の
あ
り
方
）
の
区
別
を
作
り
出
し
、〈
我
〉
と

い
う
場
所

ヽ

ヽ

に
苦
悩
を
発
生
さ
せ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
〈
物
〉
の

是
／
非
の
別
は
、〈
物
〉
自
体
が
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
。〈
物
〉
自

体
は
そ
も
そ
も
是
も
非
も
、
善
も
悪
も
生
産
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
。〈
物
〉
的
視
点
＝
絶
対
的
客
観
に
立
て
ば
、
そ
の
よ
う
な
価
値
は

完
全
に
水
平
化
＝
フ
ラ
ッ
ト
化
す
る
の
だ
が
（「
涅
槃
寂
静
」）、
わ
れ
わ

れ
は
不
可
避
的
に
〈
我
〉
的
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
。〈
物
〉
が

是
／
非
の
区
別

―
価
値

―
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、

〈
我
〉
＝
主
体
＝
主
観
の
効
果
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
主
体
を
捏
造
し

て
い
る
〈
コ
ト
バ
〉
の
効
果
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、〈
コ
ト
バ
〉
は
主
体
を
生
産
し
な
が
ら
、
そ
の
主

体
を
し
て
〈
妄
想
〉
を
起
こ
さ
せ
し
め
、
苦
し
み
や
痛
み
を
作
り
上
げ

て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
〈
コ
ト
バ
〉
が
苦
し
み
を
（
再
）
生
産
す
る
回

路
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
そ
の
回
路
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
が
、
お
の
ず
か
ら
問
題
関
心
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
て
、〈
コ
ト
バ
〉
か
ら
の
離
脱
は
、
具
体
的
実
践
と
し

て
ど
の
よ
う
な
手
段
と
な
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
も
っ
て
想
定
す
る
の
は
、
沈
黙
す
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
文
脈
か
ら
、

沈
黙
が
〈
コ
ト
バ
〉
か
ら
の
離
脱
と
単
純
な
等
式
関
係
を
結
び
得
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

禅
に
お
い
て
〈
コ
ト
バ
〉
と
は
、
た
だ
の
声
や
文
字
の
こ
と
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、〈
コ
ト
バ
〉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
目
や
耳
な
ど
の
身

体
的
感
覚
諸
器
官
を
様
式
化
し
な
が
ら
、
知
覚
の
水
準
に
お
い
て
も
も

の
の
見
え
方
を
操
作
し
う
る
も
の
で
あ
り

(

25)

、
た
だ
沈
黙
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
は
〈
コ
ト
バ
〉
か
ら
の
離
脱
は
可
能
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〈
コ
ト
バ
〉
か
ら
の
離
脱
と
は
、〈
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世
界
〉（
＝

世
間
）
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
禅
僧
の
実
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践
的
方
法
＝
修
行
は
、
言
語
行
為
を
抛
擲
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
徹
頭
徹
尾
、
向
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な

る
の
で
あ
る
（
こ
の
問
題
は
後
で
も
う
一
度
触
れ
る
）。

〈
コ
ト
バ
〉
の
定
式
化→
〈
苦
し
み
〉
の
定
式
化

井
筒
の
指
摘
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
禅
は
も
の

ヽ

ヽ

の
固
定
化
を
な
に

よ
り
も
忌
み
嫌
う

(

26)

」（
傍
点
原
文
）
と
い
う
一
般
的
傾
向
を
有
す
る
。
如

上
の
文
脈
に
沿
っ
て
言
え
ば
、「
も
の

ヽ

ヽ

の
固
定
化
」
と
はB

〈
コ
ト
バ
〉

の
固
定
化C

の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
石
頭
希
遷
「
参
同
契
」（『
景

徳
伝
灯
録
』
巻
三
十
）
に
「
言
を
承
け
て
は
須
く
宗
を
会
す
べ
し
、
自
ら

規
矩
を
立
つ
る
こ
と
勿
れ

―
承
言
須
会
宗
／
勿
自
立
規
矩
」
と
い
う

句
が
あ
る

(

27)

。『
宗
鏡
録
』
は
そ
れ
に
解
説
を
加
え
て
「
若
立
規
矩
則
落

限
量
、
纔
成
限
量
便
違
本
宗
、
但
随
言
語
之
所
転
也
、
所
以
一
切
衆
生

不
知
真
実
者
、
皆
為
言
語
之
所
覆
」
と
述
べ
る

(

28)

。
こ
の
よ
う
に
〈
コ
ト

バ
〉
に
「
規
矩
」
が
立
て
ら
れ
る
＝
固
定
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
は
〈
コ
ト
バ
＝
苦
悩
の
再
生
産
回
路
〉
に
よ
っ
て

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

コ
ン
ト
ロ
ー

ル
さ
れ
る

ヽ

ヽ

ヽ

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
禅
僧
は
、
こ
の
よ
う
な
、〈
コ
ト
バ
〉
の
固
定
化
―→

〈
現

実
〉
の
固
定
化
―→

〈
苦
し
み
〉
の
固
定
化
、
と
い
う
連
続
構
造
を
視

野
に
収
め
な
が
ら
、
言
語
実
践
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
理
念
化
し
て
い

く
。
す
な
わ
ち
、「
語
不
離
G
臼
、
焉
能
出
蓋
纏
」（『
碧
巌
録
』
七
十
二

則
、
他
。「
蓋
纏
」
は
、
煩
悩
の
意
。〈
コ
ト
バ
〉
が
〈
G
臼
〉
か
ら
離
れ
な
く
て

は
、
苦
し
み
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
）、
或
い
は
「
若
是
語
不
離
G

窟
、
堕
在
毒
海
中
也
」（『
碧
巌
録
』
二
十
二
則
。〈
コ
ト
バ
〉
が
〈
G
窟
〉
か

ら
離
れ
な
く
て
は
、
苦
し
み
の
構
造
の
中
へ
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
）、
な
ど
の

言
表
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
G
臼
」（
或

い
は
「
G
窟
」）
と
は
、
近
世
の
詩
僧
、
六
如
慈
周
の
説
明
を
借
り
れ
ば
、

「
G
ハ
鳥
ノ
巣
ナ
リ
、
ト
リ
ノ
ス
ハ
多
ク
フ
チ
ダ
カ
ニ
シ
テ
、
中
ヲ
臼

ノ
如
ク
ク
ボ
メ
テ
造
ル
ユ
ヘ
、
G
臼
ト
云
、
鳥
棲
托
シ
テ
安
住
ノ
想
ヲ

生
ス
ル
故
、
学
者
ノ
得
タ
リ
ト
シ
テ
、
心
ヲ
ヲ
ト
シ
ツ
ク
ル
場
所
ヲ
指

シ
テ
G
臼
ト
云
ナ
リ
」
と
解
さ
れ
る

(

29)

。
こ
の
よ
う
に
禅
僧
は
、
鳥
が
巣

に
安
住
す
る
よ
う
に
、
定
型
的
思
考
パ
タ
ー
ン
（
固
定
観
念
）
に
嵌
り
込

ん
で
し
ま
う
こ
と
を
極
端
に
嫌
う
。
そ
し
て
、〈
コ
ト
バ
〉
の
運
用
に

照
準
を
合
わ
せ
て
、
そ
の
〈
定
式
〉
化
を
忌
避
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
禅
僧
の
〈
定
式
＝
静
的

ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
構
造
〉
に
対
す
る
、
あ
る
種

の
嫌
悪
感
は
、
例
え
ば
無
学
祖
元
の
「
做
頌
之
法
亦
無
定
式

ヽ

ヽ

」

(

30)

、
或
い

は
虎
関
師
錬
の
「
説
法
豈
有
定
式

ヽ

ヽ

、
只
随
時
機
也
耳
矣

(

31)

」
と
い
う
変
奏

に
よ
っ
て
約
言
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
基
本
線
を
延
長
す
る
形

で
、
禅
僧
は
そ
の
言
説
の
多
く
の
局
面
に
運
動
性
を
表
象
さ
せ
る
概
念

―
例
え
ば
「
活
」
な
ど

―
を
組
み
込
ん
で
い
く
の
だ
が
、〈
コ
ト

バ
〉
か
ら
の
離
脱
と
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
反
―
定
式
〉
と
も
呼
び
う
る

方
法
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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意
味
の
交
換
／
生
産

こ
う
し
て
禅
僧
は
、〈
コ
ト
バ
〉
の
用
い
方

ヽ

ヽ

ヽ

―
何
を
言
う
か
で
は

な
く
、
ど
う
言
う
か

―
と
い
う
問
題
へ
と
意
識
を
先
鋭
化
さ
せ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。

わ
れ
わ
れ
は
〈
意
味
〉
の
再
認
―
パ
タ
ー
ン
化
を
通
し
て
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
可
能
に
し
て
お
り
、
通
常
、
コ
ー
ド
（
意
味
体
系
）
に
従

っ
て
わ
か
り
や
す
く
言
う

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
禅
僧
は
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
よ
う
な
常
識
と
は
異
な
る
地
平
に
お
い

て
言
語
実
践
を
行
お
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
の
相
違
は
そ
の
言

語
観
の
相
違
に
下
支
え
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
禅
僧
に
と
っ
て
〈
コ

ト
バ
〉
が
虚
構
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
苦
悩
を

作
り
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
繰
り
返
し
見
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ

の
点
に
お
い
て
、
禅
僧
は
〈
コ
ト
バ
〉
を
そ
の
コ
ー
ド
（
意
味
体
系
）
の

ま
ま
に
受
容
し
再
生
産
し
て
い
く
こ
と
を
断
固
と
し
て
拒
否
―
棄
却
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
禅
僧
は
一
面
的
に
は
〈
コ
ト
バ
〉
を
そ
の
よ
う
な
負
の
性

格
を
持
つ
も
の
と
捉
え
つ
つ
も
、
そ
の
用
い
方

ヽ

ヽ

ヽ

に
応
じ
て
そ
の
性
格
は

変
わ
っ
て
い
く
と
も
見
て
い
る
の
で
あ
る

(

32)

。
つ
ま
り
、〈
コ
ト
バ
〉
は

そ
の
用
い
方

ヽ

ヽ

ヽ

と
い
う
基
準
に
お
い
て
、〈
定
式
〉
的
用
法
と
〈
反
―
定

式
〉
的
用
法
の
二
方
面
に
、
換
言
す
れ
ば
〈
静
的
〉
発
話
と
〈
動
的
〉

発
話
の
二
方
面
に
区
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
苦
し
み
の
再
生

産
構
造
を
上
書
き
―
固
定
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者

は
苦
し
み
の
再
生
産
構
造
を
解
体
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

彼
ら
は
〈
コ
ト
バ
〉
の
抑
圧
に
抵
抗
す
る
た
め
に
〈
反
―
定
式
〉
的
言

語
実
践
を
遂
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
コ

ト
バ
〉
の
〈
内
部
〉
に
い
な
が
ら
〈
外
部
〉
へ
と
越
境
し
て
い
く
こ
と

を
試
み
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
具
体
的
に
は
〈
意
味
〉
の
取
り
扱
い
と
い
う
水
準
の
中
で
実

践
さ
れ
て
い
く
と
予
期
さ
れ
る
。

禅
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
〈
コ
ト
バ
〉
は
、〈
意
味
以
前

の
存
在
そ
の
も
の
〉
と
は
完
全
に
は
一
致
し
な
い
。
そ
の
た
め
、
そ
れ

は
お
の
ず
か
ら
恣
意
性
＝
可
変
性
を
有
す
る
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。
そ

し
て
そ
れ
に
呼
応
し
て
、〈
コ
ト
バ
＝
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世
界
〉

の
組
み
替
え
の
自
由
度
も
ま
た
増
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
禅
僧
の
言
語
表
現
の
多
く
が
、B

意
味
の
交
換C

（
コ
ー

ド
に
準
拠
し
た
定
型
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
と
い
う
次
元
よ
り
も
、

B

意
味
の
生
産C

（
コ
ー
ド
か
ら
逸
脱
し
、
コ
ー
ド
そ
の
も
の
を
書
き
換
え
て
い

く
よ
う
な
発
話
）
と
い
う
次
元
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
る
（
よ
う
に
見
え

る
）
こ
と
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る

(

33)

。「
須
彌
芥
子
に
入
る
」（
広
大
な
世

界
が
ち
っ
ぽ
け
な
塵
芥
の
中
に
収
ま
る
）
と
い
う
よ
う
な
類
の
、
わ
れ
わ
れ

の
常
識
的
認
識
と
大
い
に
齟
齬
す
る
よ
う
な
現
実
様
態
を
禅
僧
が
繰
り

返
し
言
い
立
て
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
〈
意
味
〉（
コ
ー
ド
）
の
固
定

性
・
限
定
性
を
打
破
し
よ
う
と
い
う
企
図
の
下
に
な
さ
れ
て
い
る
の
だ

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
意
味
〉
と
い
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う
安
定
構
造

―
当
然
の
こ
と
、
自
明
の
こ
と
と
思
い
込
ん
で
い
た
価

値
体
系

―
は
揺
ら
ぎ
始
め
、
瓦
解
し
て
い
き
、
書
き
換
え
可
能
な
不

安
定
な
構
造
へ
と
す
が
た
を
変
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
お
い
て
、

〈
言
語
的
現
実
〉
へ
の
没
入
状
態
、〈
虚
構
〉
的
価
値
体
系
の
本
質
化
＝

自
然
化
状
態
か
ら
の
目
覚
め

ヽ

ヽ

ヽ

の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る

(

34)

。

こ
こ
で
、
禅
僧
の
〈
コ
ト
バ
〉
の
組
み
立
て
が
公
共
的
意
味
配
列

（
誰
に
で
も
わ
か
る
よ
う
に
言
う

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ
と
）
を
意
図
的
に
侵
犯
し
て
い
る
（
よ
う

に
見
え
る
）
こ
と
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
禅
の
言
語
論
の
如
上
の
基
調

が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
定
型
的
意
味
交
換
）
に
お
け
る
〈
わ
か
り

や
す
さ
〉
の
危
う
さ
を
わ
れ
わ
れ
に
告
げ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
だ
ろ
う
。〈
コ
ト
バ
〉
が
慣
性
の
圏
域
に
お
い
て
〈
公
共
性
〉

（
＝
わ
か
り
や
す
く
言
う

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ
と
）
に
担
保
さ
れ
て
い
る
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は

世
界
に
遍
在
す
る
〈
苦
し
み
の
再
生
産
回
路
〉（
輪
廻
）
か
ら
脱
け
出
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、「
語
、
G
臼
を
離
れ
ず
ん
ば
、

焉
ん
ぞ
能
く
蓋
纏
を
出
で
ん
」
と
い
う
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
禅

の
問
題
構
制
は
、〈
コ
ト
バ
〉
を
ど
う
用
い
る
か
、
と
い
う
焦
点
に
傾

斜
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
、
禅
と
い
う
圏
域
に
お

け
る〈
詩
〉の
生
成
原
理
が
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

三

二
元
論
で
も
な
く
／
あ
り
、一
元
論
で
も
な
く
／
あ
り
…

〈
此
岸
〉
と
〈
彼
岸
〉
の
関
係

仏
教
は
方
法
論
と
し
て
、
此
岸
／
彼
岸
、
世
間
／
出
世
間
、
穢
土
／

浄
土
、
娑
婆
／
寂
光
土
、
這
辺
／
那
辺
な
ど
の
二
元
構
造
を
暫
定
的
に

仮
構
す
る
が
、
目
下
の
文
脈
に
沿
っ
て
そ
れ
ら
を
置
換
し
う
る
と
す
れ

ば
、﹇
意
味
以
後
／
意
味
以
前
﹈
＝
﹇
苦
し
み
の
世
界
／
苦
し
み
の
な
い

世
界
﹈
な
ど
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
既
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、

上
記
両
項
は
完
全
に
不
一
致
な
の
で
は
な
く
、「
非
異
」
の
関
係
に
も

あ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
意
味
以
後
〉
の
世
界
に
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
全
く
同
時
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

（
た
だ
し
絶
対
的
に
交
差
し
な
い
ま
ま

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

）〈
意
味
以
前
〉

の
世
界
に
も
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
う
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
で
あ
る
（「
聖
人
空
洞

其
懐
、
無
識
無
知
、
然
居
動
用
之
域
、
而
止
無
為
之
境
、
―処
―有
―名
―之
―内
―、
―而
―宅
―絶

―言
―之
―郷
、
寂
寥
虚
曠
莫
可
以
形
名
、
得
若
斯
而
已
矣
」『
肇
論
新
疏
』
巻
中

(

35)

）。

た
だ
し
、
仏
典
中
に
散
見
さ
れ
る
、
二
元
構
造
を
提
示
し
な
が
ら
も

そ
の
二
元
性
そ
の
も
の
が
す
ぐ
さ
ま
相
即
性
へ
と
収
斂
し
、
不
可
分
な

一
致
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
一
元
論
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
あ
ら
ゆ
る

差
異
を
〈
絶
対
的
同
一
性
〉（
と
い
う
〈
名
〉
の
下
）
へ
と
予
定
調
和
的
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

収
斂
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
危
う
さ
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
は
、〈
意
味
以
前
〉
と
は
何
か
、
と
い
う
探
求
を
決
定
的
に
停
止
さ

せ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
ば
か
り
か
、
初
期
条
件
と
し
て

の
苦
悩
の
再
生
産
構
造
が
全
面
的
に
容
認
さ
れ
る
と
い
う
誤
読
を
呼
び
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込
ん
で
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
の
で
あ
る

(

36)

。
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の

よ
う
な
意
味
で
の
一
元
論
を
最
終
的
観
点
と
し
て
規
定
す
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

こ
と
は
明

確
に
退
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
二
元
論
を
最
終
的
観
点
と
す
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、

と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
ま
た
妥
当
し
な
い
こ
と
を
こ
こ
で
銘
記
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

苦
悩
の
世
界
＝
〈
意
味
以
後
〉
の
先
行
条
件
と
し
て
、
苦
悩
の
な
い

世
界
＝
〈
意
味
以
前
〉
を
措
定
す
る
と
き
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日

常
性
を
離
れ
た
特
別
な
、
非
日
常
的

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

経
験
と
し
て
肥
大
化
し
て
く
る
。

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
す
る
場
か
ら
は
完
全
に
遮
断
さ
れ
た
真
実

性
・
原
初
性
・
本
来
性
・
自
然
性
（
と
い
う
〈
名
〉）
に
対
す
る
信
仰
へ

と
展
開
し
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、〈
コ
ト
バ
以
前
〉
を

直
接
的
に
経
験
す
る
と
い
う
言
葉
自
体

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

に
対
し
、
想
像
的
カ
タ
ル
シ
ス

を
感
得
し
、
そ
こ
に
陶
酔
す
る
よ
う
な
危
う
さ
を
持
っ
て
い
る
が
、
ど

れ
だ
け
非
日
常

ヽ

ヽ

ヽ

の
中
に
〈
意
味
以
前
＝
意
味
の
剥
落
し
た
存
在
そ
の
も

の
〉
を
追
い
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
兎
の
角
」
を
認
識
し
よ
う

と
す
る
よ
う
な
も
の
で

(

37)

、
畢
竟
、
無
限
退
行
に
帰
す
る
ほ
か
は
な
い
の

で
あ
る

(

38)

。

ま
た
、
も
し
仮
に
〈
コ
ト
バ
〉
と
い
う
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ

て
苦
悩
の
原
因
で
し
か
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
か

ら
脱
け
出
す
た
め
に
否
応
な
く
〈
コ
ト
バ
〉
か
ら
の
逃
避

ヽ

ヽ

と
い
う
行
動

を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
が
、
そ
の
と
き
、
そ
れ
が
い
か
に
し

て
可
能
に
な
る
か
が
強
く
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

既
に
問
題
の
一
端
と
し
て
触
れ
て
お
い
た
が
、
そ
れ
を
言
語
行
為
の
抛

擲
の
中
に
捉
え
よ
う
と
す
る
見
方
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、

徹
底
的
に
疑
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、〈
コ
ト
バ
〉
か
ら
の
逃
避
と
い
う
行
動
と
は
、
具
体
的

に
は
、〈
沈
黙
〉、
或
い
は
〈
微
笑
〉（
な
ど
の
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
）、
或
い
は
〈
叫
び
〉（
＝
動
物
的
鳴
き
声
）、
或
い
は
〈
楽
器

の
演
奏
〉、
或
い
は
〈
絵
画
の
創
作
〉、
な
ど
の
諸
行
為
と
し
て
想
定
さ

れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
実
践
的
方
法
は
、
真
実
性
・
原
初
性
・
本
来
性
・

自
然
性
と
い
う
領
域
を
予
断
的
に
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冗
長
な

発
話
よ
り
も
、
よ
り
〈
意
味
以
前
〉
ら
し
い
と
い
う
地
位
へ
と
無
条
件

に
格
上
げ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ど
れ
だ
け
、〈
叫
び
〉
を
実

践
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
〈
意
味
〉
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
、
方

法
と
し
て
の
定
型
性
を
帯
び
る
以
上
、〈
非
―
叫
び
〉
と
弁
別
化
さ
れ

つ
つ
自
己
領
域
化
さ
れ
、
そ
の
行
為
の
内
に
自
ら
の
〈
自
由
〉
を
閉
ざ

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、〈
意
味
以
前
〉
に
近
づ
こ
う
と

す
る
意
思
が
、（
定
型
的
方
法
に
固
執
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
か
え
っ
て
〈
意

味
以
前
〉
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

れ
ば
か
り
か
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
〈
意
味
〉
的
束
縛
の
中
に
幽
閉
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
り
、
実
際
の
と
こ
ろ
、〈
沈
黙
〉
や
〈
叫
び
〉

な
ど
は
、B
〈
意
味
〉
の
拘
束
か
ら
離
脱
し
て
い
るC

と
い
う
〈
意
味
〉

的
地
位
を
保
全
―
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
あ
り
、〈
意
味
〉
の
圏
域
に
お
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い
て
〈
意
味
以
前
〉
を
模
造
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
二
元
論
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、﹇
此

岸
／
彼
岸
﹈＝﹇
内
部
／
外
部
﹈
と
い
う
分
離
を
作
り
な
が
ら
同
時
に
、

《
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
》
／
《
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
》
、
と
い
う
序

列
構
造
を
絶
対
化
す
る
こ
と
で
、《
絶
対
的
外
部
＝
絶
対
的
他
者
と
し

て
の
〈
意
味
以
前
〉＝「
仏
」
》
の
存
在
が
確
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
自

己
を
《
苦
悩
す
る
主
体
＝
衆
生
》
と
し
て
の
地
位
に
永
久
的
に
保
全
し

て
お
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
論
理
的
に
わ
れ
わ
れ
が
苦
悩

の
再
生
産
回
路
か
ら
脱
け
出
す
道
を
閉
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、〈
意
味
以
前
〉
と
は
、

〈
意
味
以
後
〉
と
「
非
異
」
の
関
係
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
禅
僧
は
、

所
謂
「
悟
」
な
る
も
の
が
、〈
コ
ト
バ
の
世
界
〉
か
ら
〈
沈
黙
の
世
界
〉

に
逃
げ
込
む
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
安
易
な
理
解
、
一
定

の
誤
認
識
を
回
避
さ
せ
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
布
石
を
打
つ
こ
と
も

あ
る
。「
心
真
者
語
黙
総
真
」〔
心
が
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
語
る
も
黙
る
も

真
実
で
あ
る
〕（『
頓
悟
要
門

(

39)

』）、「
若
其
悟
者
、
千
言
萬
語
無
弊
焉
、
其
不

悟
者
、
纔
啓
唇
吻
即
錯
」〔
若
し
其
の
悟
る
者
な
ら
ば
、
千
言
萬
語
も
弊
え
無

し
。
其
の
悟
ら
ざ
る
者
な
ら
ば
、
纔
に
唇
吻
を
啓
け
ば
即
ち
錯
ま
る
〕（
虎
関
師

錬
『
済
北
集

(

40)

』）。〈
コ
ト
バ
〉
と
い
う
関
係
的
構
造
体
は
、
パ
ラ
ド
ク
シ

カ
ル
な
両
義
性
を
備
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、〈
苦
し
み
に
束
縛
さ
れ

る
こ
と
＝
「
煩
悩
」〉
と
〈
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
＝
「
菩
提
」〉

に
は
、〈
コ
ト
バ
〉
を
媒
介
と
し
た
表
裏
一
体
の
同
根
性
・
同
系
性
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

如
上
、
禅
僧
は
、
苦
悩
再
生
産
装
置
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
コ
ト
バ
〉

か
ら
逃
避

ヽ

ヽ

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
に
深
く
潜
り
込
み
な
が
ら
そ
れ

を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
苦
悩
の
根
源
を
絶
と
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

絶
対
矛
盾
構
造
の
〈
中
間
〉

こ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
べ
き
は
、〈
意
味
以
前
＝
存
在
そ
の

も
の
〉
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
は
た
し
て
認
識
可
能
で
あ
る
の
か

否
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
〈
コ

ト
バ
〉
の
〈
外
部
〉
へ
と
脱
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
或
い
は

〈
コ
ト
バ
〉
を
与
え
ら
れ
る
以
前
の
〈
乳
児
的
未
分
化
状
態
〉
へ
と
回

帰
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
と
相
即
す
る

(

41)

。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
禅

は
、
こ
の
問
い
に
対
し
て
固
有
の
「
解
」
を
提
出
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
は
、
既
に
示
唆
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
禅
が
次
の
よ
う
な
全
く
矛

盾
す
る
二
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
同
時
に
構
成
の
中
に
含
み
込
ん
で
お
り
、

そ
れ
が
禅
の
存
在
論
―
認
識
論
の
基
本
構
造
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

¡

一
元
論
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
―
意
味
以
前
＝
意
味
以
後

¡
二
元
論
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
―
意
味
以
前
／
意
味
以
後

以
下
、
前
者
を
〈
１
〉、
後
者
を
〈
２
〉
と
記
号
化
し
て
論
を
進
め

る
こ
と
に
す
る
が
、〈
２
〉
に
お
い
て
、〈
意
味
以
前
〉
は
絶
対
的
に
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〈
意
味
以
後
〉
に
先
行
す
る
た
め
、
通
時
的
・
不
可
逆
的
で
あ
り
、
不

可
視
で
あ
る

―
こ
こ
か
ら
、〈
存
在
そ
の
も
の
〉
は
捉
え
ら
れ
な
い

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、

と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
発
生
す
る
。
一
方
で
、〈
１
〉
に
お
い
て
は
、

〈
意
味
以
前
〉
は
〈
意
味
以
後
〉
と
相
即
す
る
た
め
、
共
時
的
・
可
逆

的
で
あ
り
、
可
視
的
で
あ
る

―
こ
こ
か
ら
、〈
存
在
そ
の
も
の
〉
は

い
ま
ま
さ
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、
と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
発
生
す
る
。

し
か
し
、
如
上
の
文
脈
か
ら
、〈
１
〉
は
〈
２
〉
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
、

〈
２
〉
は
〈
１
〉
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
る
た
め
、
上
記
の
問
い
の
「
解
」

は
、
こ
の
よ
う
な
循
環
的
反
駁
構
造
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
回
る
こ
と
に

な
る
。

〈
コ
ト
バ
〉
と
い
う
関
係
的
構
造
体
は
、
コ
ー
ド
―
自
己
原
因
に
応

じ
て
、
た
だ
自
己
解
体
／
自
己
生
成
を
繰
り
返
し
て
い
る
だ
け
で
あ

り
、
そ
の
過
程
の
中
で
、
普
遍
的
か
つ
絶
対
的
に
正
し
い
言
表
を
生
産

す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
そ
も
そ
も
〈
物
〉
自
体
は
是
／
非
の
区

別
を
生
産
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
言
語

実
践
と
は

―
あ
え
て

ヽ

ヽ

ヽ

俯
瞰
的
視
点
＝
絶
対
外
部
か
ら
の
視
点
に
お
い

て
捉
え
れ
ば

―
〈
コ
ト
バ
〉
自
身
の
自
己
解
体
／
自
己
生
成
の
プ
ロ

セ
ス
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
禅
に
お
い
て
は
、
い

か
な
る
「
解
」
も
そ
れ
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
水
準
に
お
い
て
は
主
張
し
え

な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
な
さ
れ
る
主
張
は
、
対
立
項
の
否
認
と
い
う

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
水
準
に
お
い
て
や
む
な
く
言
語
化
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ

な
い
（
例
え
ば
、「
存
在
そ
の
も
の
は
無
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
は
、
有
の
否
認

と
し
て
の
み
暫
定
的
に
容
認
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
主
張
そ
の
も
の

を
単
体
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
決
し
て
妥
当
し
な
い
）。
し
か
し
て
、
こ
の

よ
う
な
相
互
反
駁
構
造
は
決
し
て
弁
証
法
的
に
止
揚
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
両
軸
の
接
片
に
お
い
て
可
能
に
な
る
〈
意
味
世
界
〉
は
持
続
的
に

（
再
）
現
働
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
禅
は
、〈
１
〉
と
〈
２
〉
と
い
う
絶
対
矛
盾

構
造
の
〈
中
間
〉
を
遊
動
す
る
構
え
の
中
で
言
語
行
為
を
実
践
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、「
若
し
人
有
り

て
汝
に
義
を
問
わ
ん
に
、
有
を
問
わ
ば
無
を
将
っ
て
対
え
、
無
を
問
わ

ば
有
を
将
っ
て
対
え
、
凡
を
問
わ
ば
聖
を
以
て
対
え
、
聖
を
問
わ
ば
凡

を
以
て
対
え
よ
。二
道
相
因
し
て
、
中
道
の
義
を
生
ず
」（『
六
祖
壇
経

(

42)

』）

な
ど
と
い
う
言
表
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
も
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
言
語
が
線
条
的
論

理
性
に
拘
束
さ
れ
る
以
上
、
禅
僧
の
（
／
わ
れ
わ
れ
の
）
言
語
行
為
が

〈
中
間
〉
と
い
う
固
有
の
立
場
を
と
っ
て
表
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
（〈
中

間
〉
と
い
う
立
場
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
肯
定
と
否
定
と
い
う
固
有
の
立
場

―
つ
ま
り
、〈
１
〉
と
〈
２
〉

―
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い

(

43)

）、（
不
可
避
的

に
）
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
し
て
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
よ

く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、「
即
心
是
仏
」
／
「
非
心
非
仏
」、
或
い
は

「
山
是
山
、
水
是
水
」
／
「
山
非
山
、
水
非
水
」
な
ど
の
言
表
が
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
二
項
対
立
的
に
か
み
合
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
に
は
く
れ
ぐ
れ
も
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

の
は
、
禅
僧
の
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ

ヴ
（
行
為
遂
行
的
）
な
「
言
語
行
為
」
を
、（
真
／
偽
と
い
う
）
コ
ン
ス
タ

テ
ィ
ヴ
（
事
実
確
認
的
）
な
次
元
で
見
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(

44)

。

つ
ま
り
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
〈
場
〉
で
、
誰
を
相
手
に
発
話
さ
れ

た
も
の
な
の
か
、
そ
の
相
手
が
ど
の
よ
う
な
定
型
的
思
考
に
嵌
り
込
ん

で
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
発
話
に
よ
っ
て
そ
の
〈
場
〉
が
ど
の
よ
う

に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
／
コ
ン
テ
ク

ス
ト
の
個
性
的
―
一
回
的
―
歴
史
的
な
〈
効
果
〉
を
抹
消
し
て
そ
れ
を

〈
意
味
〉
的
に
同
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
禅
僧
の
基
本

的
位
置
を
〈
中
間
〉
に
措
定
す
る
な
ら
ば
、
歪
み
を
中
立
化
し
偏
見
を

正
す
と
い
う
〈
効
果
〉
に
お
い
て
、
二
つ
の
言
表
は
同
一
の
基
軸
に
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、「
即
心
是
仏
」
／
「
非
心
非
仏
」
と

い
う
意
味
的
矛
盾
を
、
発
話
者
の
思
想
に
還
元
し
な
が
ら
、
そ
の
い
ず

れ
が
正
し
い
の
か
を
議
論
す
る
と
い
う
方
法
は
、
少
な
く
と
も
禅
僧
の

ね
ら
い
か
ら
ず
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
禅
僧
が
あ
ら
ゆ
る
〈
意
味
〉
を
否
定
詞
に
よ
っ
て
斥

け
つ
つ
、
一
方
で
肯
定
詞
に
よ
っ
て
絶
対
肯
定
の
地
平
へ
と
迎
え
入
れ

て
い
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
の
も
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

り
、
全
体
と
し
て
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
構
成
し
な
が
ら
、
方
法
と
し
て

は
い
ず
れ
か
の
極
へ
と
偏
向
す
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
禅
は
、
一
元
論
も
二
元
論
も
そ
の
構
成
の
内
に
含
み

な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
二
重
に
拒
否
す
る
こ
と
も
ま
た
そ
の
内
に
含
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
禅
は
固
有
で
確
定
的
な
論
理
的
立
場
を
主

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

張
し
え
な
い
の
だ
が

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

、
だ
か
ら
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
か
ら
自
由
で
あ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
こ
と
の
可
能
性
を
打
開
で
き
る
の
で
あ
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

。

わ
れ
わ
れ
は
、
自
ら
が
苦
悩
の
再
生
産
構
造
＝
〈
関
係
性
〉
の
〈
内

部
〉
に
包
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、（
不
安
定
な
）

〈
外
〉
へ
〈
外
〉
へ
と
脱
け
出
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
〈
外
〉
へ
出
た
と

思
っ
た
と
し
て
も
、〈
意
味
〉
は
執
拗
に
追
跡
し
て
く
る
。〈
意
味
〉
の

把
捉
は
既
に
〈
内
〉
へ
の
定
住
化
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
「
語
」
と

「
義
」
の
結
合
関
係
を
解
体
―
動
態
化
し
、〈
意
味
〉
の
固
有
性
・
同
一

性
を
再
構
成
し
直
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
外
延
な
き
〈
関
係
性
〉
の

〈
内
部
〉
で
発
話
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
禅

僧
は
永
続
的
に
〈
意
味
〉
の
圏
域
の
〈
内
部
〉
を
遊
動
し
な
が
ら
〈
声
〉

を
出
し
続
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
南
宋
・
無

文
道
H
が
「
無
文
者
非
廢
弁
文
字
之
謂
也
、
周
旋
文
字
之
中
而
離
文
字

之
性
者
也

(

45)

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、〈
コ
ト
バ
〉
の
〈
外
部
〉
へ
と
逃
避
す

る
の
で
は
な
く
、〈
コ
ト
バ
〉
の
〈
内
部
〉
を
「
周
旋
」
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、「
文
字
之
性
」
か
ら
離
脱
す
る
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
終
局
な
き
螺
旋
運
動
・
循
環
的
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
の
中
で
残
る
の
は
、
欲
望
の
体
系
か
ら
離
脱
し
、〈
コ
ト
バ
〉
の

限
界
線
、
す
な
わ
ち
〈
コ
ト
バ
〉
の
〈
内
部
〉
と
し
て
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

〈
絶
対
外
部

―
絶
対
他
者
〉
を
目
指
し
て
い
く
と
い
う
意
思
（
求
道
心
、
向
上
心
）
で

あ
り
（
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
思
へ
の
意
思
で
あ
り
）、
解
体
と
再
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生
、
分
解
と
合
成
、
破
壊
と
創
造
と
い
う
、
構
造
自
体
の
恒
常
的
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
（
力
動
性
）
で
あ
る
。
こ
う
し
て
構
造
が
不
断
的
に
浸
食
さ
れ

る
よ
う
な
言
語
空
間
が
創
り
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
こ
そ
が

時
に
わ
れ
わ
れ
を
し
て
〈
詩
〉
と
呼
ば
し
め
る
現
象
の
こ
と
で
も
あ
る

の
で
あ
る
。

四
　
禅
に
お
け
る
〈
詩
〉
の
生
成
原
理

〈
禅
〉
と
は
何
か

さ
て
、
ま
ず
は
本
稿
の
題
目
、「
禅
に
お
い
て
〈
コ
ト
バ
〉
と
は
何

か
」
と
い
う
問
い
を
再
び
掲
げ
た
上
で
、〈
禅
〉
と
い
う
辞
項
の
意
味

性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
こ
う
。

禅
僧
の
用
い
る
〈
禅
〉
と
い
う
辞
項
は
、
そ
の
原
義

―
「
禅
那
」

と
音
訳
さ
れ
、「
定
」「
静
慮
」「
思
惟
修
」
な
ど
と
意
訳
さ
れ
る
、
座

し
て
精
神
を
集
中
す
る
行
為
・
状
態

―
か
ら
は
い
っ
た
ん
離
れ
、
固

有
の
意
味
を
失
っ
て
い
く
。『
血
脈
論
』
は
言
う
、「
仏
是
西
国
語
、
此

土
云
覚
性
、
覚
者
霊
覚
、
応
機
接
物
、
揚
眉
瞬
目
、
運
手
動
足
、
皆
是

自
己
霊
覚
之
性
、
性
即
是
心
、
心
即
是
仏
、
仏
即
是
道
、
道
即
是
禅
、

―禅
―之
―一
―字
―、
―非
―凡
―聖
―所
―測
」

(

46)

と
。
ま
た
、
元
朝
の
僧
、
中
峰
明
本
は
述

べ
て
い
る
、「
禅
之
一
字
、
不
可
見
、
不
可
聞
、
不
可
覚
、
不
可
知
」

「
禅
無
I
会
底
道
理
、
若
説
会
禅
、
是
謗
禅
也

(

47)

」
と
。
つ
ま
り
、〈
禅
〉

と
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
〈
意
味
〉
の
把
捉
か
ら
逃
れ
た
〈
何

か
〉
＝
〈
意
味
以
前
〉
で
し
か
な
く
、
原
材
＝
実
体
を
持
た
な
い
隠
喩

で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、〈
禅
〉
と
い
う
辞
項
は
、
ど
れ
だ
け
コ
ピ
ー

を
繰
り
返
し
、
増
殖
さ
れ
て
い
っ
た
と
し
て
も
、
ど
こ
か
特
定
の
地
点

へ
と
再
帰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

た
だ
、
す
ぐ
さ
ま
言
い
直
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
〈
禅
〉

は
そ
れ
ゆ
え
ど
の
よ
う
な
記
号
に
も
置
換
さ
れ
う
る
の
だ
、
と
い
う
こ

と
を
。〈
禅
〉
と
い
う
辞
項
の
核
が
こ
の
よ
う
に
定
義
不
可
能
性
に
あ

る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
再
帰
点
は
、
本
稿
の
文
脈
に
沿
っ
て
言
え
ば
、

〈
１
〉
と
〈
２
〉
と
い
う
絶
対
矛
盾
構
造
の
〈
中
間
〉
へ
と
向
か
っ
て

い
く
。
こ
う
し
て
〈
禅
〉
と
い
う
帯
域
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
〈
意

味
〉
の
固
有
性
が
失
わ
れ
て
い
き
、
持
続
的
な
動
的
状
態

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

が
保
た
れ
る

の
で
あ
る
。

〈
安
定
化
〉
に
対
す
る
抵
抗

さ
て
、
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
に
加
え
、
さ
ら
に

〈
コ
ト
バ
〉
の
解
剖
を
試
み
れ
ば
、
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
等
し
く
社
会

化
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
、
あ
る
共
同
体
に
内
蔵
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
回
路
＝
〈
コ
ト
バ
〉
に
強
制
的
に
接
続
さ
せ
ら
れ
て
い
る
存
在

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
定
型
的
意
味
交
換
）
は
、

周
期
的
・
慣
習
的
に
運
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
そ
れ
を
基
礎

づ
け
る
性
質
の
一
つ
は
、
疑
い
な
く
、〈
安
定
性
〉
を
志
向
す
る

(

48)

。
そ

れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
〈
コ
ト
バ
〉
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
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テ
ム
と
し
て
〈
公
共
化
〉
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
だ
が
、〈
コ

ト
バ
〉
の
持
っ
て
い
る
規
律
は
、
そ
の
ま
ま
存
在
秩
序
の
〈
安
定
性
〉

と
照
応
し
て
い
る
。〈
コ
ト
バ
〉
は
、
社
会
的
共
同
性
、
同
一
性
を
意

義
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
そ
う
簡
単
に
変
化
し
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
構
造
を
〈
安
定
化
〉
さ
せ
る
た

め
に
解
読
格
子
（
コ
ー
ド
）
の
〈
公
共
性
〉（
＝
わ
か
り
や
す
さ
）
を
高
め

て
い
き
、
ま
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
自
身
が

〈
安
定
化
〉・〈
平
衡
化
〉
す
る
よ
う
に
最
適
化
の
地
点
へ
と
向
か
っ
て

い
く
。
前
述
の
よ
う
に
〈
コ
ト
バ
〉
は
存
在
―
認
識
を
可
能
に
す
る
仕

組
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
苦
悩
を
再
生
産
す
る
装
置
で
も
あ
る
の
だ

が
、
逆
に
わ
れ
わ
れ
自
身
が
そ
の
よ
う
な
〈
コ
ト
バ
〉
の
安
定
構
造
＝

苦
悩
の
再
生
産
構
造
を
堅
持
し
よ
う
と
い
う
圧
力
を
自
ら
に
課
す
存
在

で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。〈
安
定
〉
に
対
す
る
欲
求
は
、

〈
変
化
〉（
消
滅
・
死
）
に
対
す
る
恐
怖
へ
と
反
転
し
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を

一
つ
残
ら
ず
意
味
づ
け
尽
く
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
抵
抗
と
な
る
。
そ

の
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
局
限
的
立
場
＝
〈
我
〉
を
保
守
し
な
が

ら
、
自
ら
の
帰
属
す
る
言
語
的
＝
共
同
的
秩
序
を
積
極
的
に
受
け
容

れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
わ
れ
わ
れ
自
身
の
捉
え
が
た
い
〈
心
〉（
知
覚
―

認
識
―
意
識
の
系
。
た
だ
し
こ
れ
は
存
在
の
裏
返
し

ヽ

ヽ

ヽ

）
を
も
（
集
合
的
―
協
働
的

に
）〈
固
定
化
〉・〈
硬
直
化
〉
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
（
そ
う

す
る
こ
と
で
苦
し
み
が
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
い
ま
ま
）。

し
か
し
て
、
こ
の
よ
う
に
誰
も
が
自
ら
の
苦
し
み
を
保
守
し
よ
う
と

い
う
拭
い
が
た
い
性
質
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、（
共
同
性
の
あ
り
方

を
規
定
す
る
）
言
語
実
践
の
あ
り
よ
う
が
広
く
そ
し
て
強
く
問
わ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
禅
僧
は
、
こ
の
よ
う
な
安
定
化
・
公
共
化
（
わ
か
り
や
す

さ
）
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
語
実
践
を
具
体
化
す
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
時
は
、
対
話
的
言
語
行
為
を
通
じ
、
状
況
に

応
じ
て
肯
定
と
否
定
と
を
適
切
に
選
び
と
る
こ
と
で
、〈
コ
ト
バ
＝
わ

れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世
界
〉
に
〈
力
動
性
〉
を
注
入
し
て
い
く
こ
と

を
試
み
、
あ
る
時
は
、〈
公
共
化
〉
さ
れ
た
意
味
配
列
を
ず
ら
し
た
発

話
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、〈
意
味
〉
の
網
の
目
を
裂
開
し
〈
空
白
＝
原

像
〉（
例
え
ば
、「
妙
」
＝
何
と
も
言
え
な
い
と
い
う
質
感
）
を
え
ぐ
り
出
そ
う

と
試
み
る
。

こ
れ
ら
の
実
践
は
、
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、「
詩
」
と
い
う
辞
項

に
よ
っ
て
囲
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
言
う
〈
詩
〉
と
は
、

五
言
律
詩
・
七
言
絶
句
な
ど
と
い
っ
た
、
歴
史
的
に
制
度
化
さ
れ
て
き

た
韻
文
の
様
式
の
限
り
で
は
な
い
。
ま
た
、
漢
詩
・
和
歌
・
俳
句
な
ど

の
表
現
様
式
を
問
う
も
の
で
も
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
言
語
表
現
で

な
い
こ
と
す
ら
あ
る
だ
ろ
う
（
た
だ
し
、
改
め
て
注
意
を
喚
起
し
て
お
く
と

す
れ
ば
、
言
語
表
現
で
は
な
い
と
し
て
も
、
本
稿
で
用
い
て
き
た
〈
コ
ト
バ
〉
の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
立
ち
帰
れ
ば
、
そ
れ
ら
も
ま
た
〈
コ
ト
バ
〉
と
し
て
の
例
外
で
は

な
い
）。（
禅
僧
を
含
め
た
）
わ
れ
わ
れ
の
言
語
実
践
と
は

―
〈
絶
対
外

部
〉
か
ら
の
視
点
に
お
い
て
（
想
像
的

ヽ

ヽ

ヽ

に
）
捉
え
れ
ば

―
〈
コ
ト
バ
〉

－ 18－



自
身
の
自
己
解
体
／
自
己
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
地
平
に
お
い
て
、〈
詩
〉
と
は
、〈
コ
ト
バ
〉
の
動
的
状
態

―
〈
コ
ト
バ
〉
が
〈
コ
ト
バ
〉
で
あ
る
こ
と
を
失
効
し
て
い
く

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

状
態

―
と
し
て
隠
喩
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
限
り
に
お
い

て
〈
詩
〉
は
、〈
意
味
〉
の
確
定
性
・
固
有
性
を
失
効
さ
せ
つ
つ
、
わ

れ
わ
れ
の
周
り
に
び
っ
ち
り
と
は
め
こ
ま
れ
て
い
る
価
値
体
系
（
コ
ー

ド
）
を
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
を
書
き
換
え
て
い
く
原
動
力
と
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
て
、〈
禅
〉（
僧
）
及
び
〈
詩
〉（
篇
）
と
呼
ば
れ
う

る
存
在
者
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
固
有
の
再
帰
点
を
持
ち
得
な
い

―
動
的
で
あ
る

―
と
い
う
点
に
お
い
て
〈
一
義

ヽ

ヽ

〉
性
＝
〈
真
実
〉

性
を
表
象
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、〈
詩
〉
と
〈
禅
〉
は
異
な
る

も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
言
説
が
主
体
の
口
を
代
え
て
繰
り
返
し
現
働

化
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
（
わ
れ
わ
れ
の
常
識
的
思
考

か
ら
は
隔
絶
し
た
）
地
平
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
、

禅
僧
が
膨
大
な
量
の
詩
篇
を
生
産
し
て
き
た
所
以
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る

(

49)

。
註

（
１
）
例
え
ば
、「
参
詩
猶
如
参
禅
ト
云
ホ
ド
ニ
、
詩
句
ニ
参
ズ
ル
ト
モ
、
単
伝
直
指
向

上
ノ
詩
ニ
参
ゼ
ヨ
、
カ
マ
イ
テ
詩
魔
ノ
向
下
ニ
参
ズ
ル
ナ
ト
云
タ
ゾ
」（
寿
春
妙
永

「
湯
山
聯
句
序
」『
湯
山
聯
句
鈔
』〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉、
頁
三
〇
五
）、
或
い

は
「
詩
者
非
吾
宗
所
業
也
、
雖
然
、
古
人
曰
、
参
詩
如
参
禅
、
詩
也
禅
也
、
到
其
悟

入
則
非
言
語
所
及
也
、
吾
門
耆
宿
不
外
之
、
…
豈
謂
吾
宗
無
詩
乎
、
…
花
晨
月
夕
、

手
之
口
之
、
則
詩
之
外
無
禅
、
々
之
外
無
禅

〔
詩
カ
〕

」（
天
隠
龍
澤
「
錦
J
段
後
序
」『
天

隠
和
尚
文
集
』〈
五
山
文
学
新
集
〉
第
五
巻
、
頁
九
八
八
）、「
古
曰
、
参
詩
如
参
禅
、

然
則
詩
也
禅
也
一
律
乎
」（
天
隠
龍
澤
「
跋
龍
渓
侍
者
詩
後
」『
天
隠
龍
澤
作
品
拾
遺
』

〈
五
山
文
学
新
集
〉
第
五
巻
、
頁
一
二
二
一
）、「
参
詩
参
禅
、
安
心
豈
有
二
」（
景
徐

周
麟
「
容
安
斎
記
」『
翰
林
胡
蘆
集
』
巻
九
〈
五
山
文
学
全
集
〉
第
四
巻
、
頁
四
四

一
）、「
詩
外
無
禅
、
々
外
無
詩
」（
江
西
龍
派
「
村
庵
稿
序
」〔
希
世
霊
彦
〕『
村
庵

稿
』〈
五
山
文
学
新
集
〉
第
二
巻
、
頁
一
六
七
）、「
参
詩
如
参
禅
、
誠
哉
此
言
」（
横

川
景
三
「
梅
雪
斎
詩
後
序
」『
補
庵
京
華
新
集
』〈
五
山
文
学
新
集
〉
第
一
巻
、
頁
六

六
七
）、「
離
詩
無
禅
可
参
、
離
禅
無
詩
可
参
」（
以
心
崇
伝
「
翰
林
五
鳳
集
序
」『
翰

林
五
鳳
集
』〈
大
日
本
仏
教
全
書
〉
第
一
四
四
冊
、
頁
一
）
な
ど
。
本
稿
で
は
こ
れ

ら
を
〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
と
総
称
す
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
言
表
は
、
直
接
的
に
は

〈
中
国
〉
の
典
籍
か
ら
の
〈
影
響
〉
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
以
下

の
よ
う
な
例
が
知
ら
れ
る
。「
論
詩
如
論
禅
」（
厳
羽
『
滄
浪
詩
話
』）、「
参
禅
学
詩

無
両
法
、
死
蛇
解
弄
活
K
K
」（
葛
天
民
〔
朴
翁
義
銛
〕「
寄
楊
誠
斎
」『
葛
無
懐
小

集
』）、「
凡
作
詩
如
参
禅
、
須
有
悟
門
」（
呉
可
『
蔵
海
詩
話
』）、「
識
文
章
者
、
当

禅
家
有
悟
門
、
夫
法
門
百
千
差
別
、
要
須
自
一
転
語
悟
入
、
如
古
人
文
章
、
直
須
先

悟
得
一
処
、
乃
可
通
其
他
妙
処
」（
范
温
『
詩
眼
』）、「
学
詩
当
如
初
学
禅
、
未
悟
且

遍
参
諸
方
、
一
朝
悟
罷
正
法
眼
、
信
手
拈
出
皆
成
章
」（
韓
駒
「
贈
趙
伯
魚
」『
陵
陽

集
』）、「
欲
参
詩
律
似
参
禅
、
妙
趣
不
由
文
字
伝
、
箇
裏
稍
関
心
有
L
、
発
為
言
句

自
超
然
」（
載
復
古
「
論
詩
十
絶
〔
其
七
〕」『
石
屏
詩
集
』
巻
七
）
な
ど
。
さ
ら
に
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は
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
以
下
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

「
詩
中
有
禅
、
東
湖
湖
上
浪
滔
天
、
一
葉
扁
舟
破
暁
煙
、
禅
中
有
詩
、
手
把
烏
藤
出

門
去
、
落
花
流
水
不
相
知
、
禅
与
詩
何
所
為
断
」（
南
宋
・
率
庵
梵
M
『
雲
居
率
庵

和
尚
語
録
』、『
続
蔵
経
』
六
十
九
、
頁
六
五
七
下
）、「
詩
悟
必
通
禅
」（
元
・
実
存

英
『
白
雲
詩
集
』〈
内
閣
文
庫
蔵
本
〉
巻
二
）、「
夫
詩
不
離
禅
、
々
不
離
詩
、
二
者

廓
通
而
無
O
、
則
其
所
得
異
於
世
俗
宜
也
」（
元
・
趙
孟
N
「
白
雲
詩
集
叙
」、

同
上
）。

（
２
）〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
を
批
判
的
文
脈
の
う
ち
に
捉
え
た
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば

以
下
の
よ
う
な
記
述
に
あ
た
る
。
玉
村
竹
二
『
五
山
文
學
―
大
陸
文
化
紹
介
者
と

し
て
の
五
山
禪
僧
の
活
動
―
』（
至
文
堂
、
一
九
五
五
・
五
）﹇
以
下
、
引
用
は
一
九

六
六
年
版
に
拠
る
﹈
は
、
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
お
い
て
、
本
論
中
に
「
詩
禅
一
味

論
を
度
外
視
」
し
て
論
及
を
欠
い
て
い
る
旨
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ

と
し
て
、（
詩
禅
一
味
論
は
）「
題
材
を
仏
教
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
、
し
か
も
表
現

に
は
文
学
的
な
意
欲
が
旺
盛
で
あ
っ
た
元
末
の
古
林
派
下
の
人
々
が
、
そ
の
調
和
に

苦
し
ん
で
言
出
し
た
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
実
際
の
文
学
活
動
に
は
、
左
程
に
影
響
の
な

い
も
の
で
あ
る
と
思
う
か
ら
」
と
い
う
見
解
を
示
す
。
そ
し
て
、
入
矢
義
高
「
五
山

の
詩
を
読
む
た
め
に
」（『
五
山
文
学
集
』〈
新
日
本
古
典
文
学
大
系
〉、
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
・
七
）
は
、「〈
詩
禅
一
味
〉
論
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
、「
詩
作
と
禅
体

験
に
共
通
す
る
高
度
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を
一
種
神
秘
主
義
的
な
次
元
に
ま
で
増
幅
し

て
、
そ
れ
を
単
純
明
快
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
で
く
る
ん
だ
も
の
」

（
頁
三
二
五
―
六
）
と
要
約
す
る
。
ま
た
、
中
国
明
代
の
紫
栢
達
観
の
「
禅
と
文
字

と
二
有
り
と
曰
は
ん
や
」
と
い
う
記
述
を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
の
姿
勢
を
「
余
り
に

も
見
事
な
楽
天
主
義
」
と
い
う
批
判
的
筆
致
の
中
に
捉
え
る
（
頁
三
三
〇
―
一
）。

そ
し
て
、
蔭
木
英
雄
『
五
山
詩
史
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
・
二
）
に
お

い
て
も
、
五
山
僧
の
文
学
に
対
し
て
、「
文
学
の
独
立
永
遠
性
を
説
く
こ
と
は
、
そ

れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
が
、
彼
等
の
主
張
は
多
分
に
禅
修
行
の
代
償
、
極
言
す

れ
ば
禅
修
業
の
怠
慢
と
引
き
か
え
に
提
唱
さ
れ
た
嫌
い
が
あ
り
、
そ
の
行
き
つ
く
所

が
江
西
竜
派
の
詩
禅
一
致
論
で
あ
っ
た
」（
頁
七
）
と
い
う
ふ
う
に
批
判
的
文
脈
の

中
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
の
少
な
く
と
も
そ
の
幾
つ
か
は
、

〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
と
い
う
案
件
を
そ
も
そ
も
の
と
こ
ろ
で
考
察
の
対
象
か
ら
外
す

よ
う
な
傾
向
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
て
、
こ
こ
で
問
い
直
し
て

お
き
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
五
山
僧
の
立
ち
位
置
が
「
単
純
明
快
な
オ
プ
テ
ィ
ミ

ズ
ム
」
な
ど
と
し
て
見
え
て
し
ま
う
よ
う
な

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

準
拠
枠
＝
認
識
的
土
台
の
存
在
で
あ
る
。

（
３
）「
対
話
と
非
対
話
―
禅
問
答
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
」『
意
識
と
本
質
―
精
神
的

東
洋
を
索
め
て
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
・
一
）﹇
本
文
中
の
引
用
は
、
一
九
九

一
年
版
〈
岩
波
文
庫
〉
に
拠
る
。
頁
三
九
三
―
四
﹈。

（
４
）
虎
関
師
錬
『
仏
語
心
論
』
巻
八
・
言
説
相
心
分
第
二
十
七
、『
日
本
大
蔵
経
』

十
・
経
蔵
部
・
方
等
部
章
疏
三
、
頁
一
五
八
／
三
三
二
上
。

（
５
）
大
珠
慧
海
『
頓
悟
要
門
』（
平
野
宗
浄
『
禅
の
語
録
６
　
頓
悟
要
門
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
〇
・
三
、
頁
二
〇
五
）。

（
６
）『
楞
伽
師
資
記
』（
柳
田
聖
山
『
禅
の
語
録
２
　
初
期
の
禅
史
Ⅰ
―
楞
伽
師
資

記
・
伝
法
宝
紀
―
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
・
三
、
頁
一
四
〇
―
一
）。「
大
師
又

指
事
問
義
、
但
指
一
物
、
喚
作
何
物
。
衆
物
皆
問
之
、
迴
換
物
名
、
変
易
問
之
」。

（
７
）「
懐
譲
禅
師
、
金
州
杜
氏
子
也
、
初
謁
嵩
山
安
国
師
、
安
発
之
曹
渓
参
扣
、
譲
至
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礼
拝
、
師
曰
、
甚
処
来
、
曰
、
嵩
山
、
師
曰
、
什
麼
物
恁
麼
来
、
曰
説
似
一
物
即
不

中
」（『
六
祖
壇
経
』
機
縁
第
七
、『
大
正
蔵
』
四
十
八
、
頁
三
五
七
中
）。

（
８
）『
臨
済
録
』（『
鎮
州
臨
済
慧
照
禅
師
語
録
』）、『
大
正
蔵
』
四
十
七
、
頁
四
九

六
中
。

（
９
）
所
謂
『
楞
伽
経
』
に
は
三
訳
が
あ
る
。
劉
宋
・
求
那
跋
陀
羅
訳
『
楞
伽
阿
跋
多

羅
宝
経
』
四
巻
（
四
巻
楞
伽
）、
後
魏
・
菩
提
流
支
訳
『
入
楞
伽
経
』
十
巻
（
十
巻

楞
伽
）、
唐
・
実
叉
難
陀
訳
『
大
乗
入
楞
伽
経
』
七
巻
（
七
巻
楞
伽
）。
禅
宗
で
多
く

用
い
ら
れ
た
の
は
、
最
古
の
四
巻
楞
伽
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
訳
は
「
簡
古
」
で
読

み
難
い
と
言
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、『
仏
語
心
論
』
が
底
本
と
し
て
い
る
四
巻
本
に

拠
っ
た
。
な
お
、
本
文
中
の
引
用
は
、『
大
正
蔵
』
十
六
所
収
『
楞
伽
阿
跋
多
羅
宝

経
』（
四
巻
楞
伽
）
を
用
い
、『
楞
伽
経
』
と
略
称
し
た
。

（
10
）
本
文
中
の
引
用
は
、『
日
本
大
蔵
経
』
十
・
経
蔵
部
・
方
等
部
章
疏
三
所
収
本
を

用
い
た
。
な
お
、
訓
点
は
省
略
し
た
。

（
11
）『
楞
伽
経
』
巻
三
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
〇
中
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
二
・

善
語
義
相
分
第
五
十
九
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
四
二
／
四
一
六
下
﹈。

（
12
）『
楞
伽
経
』
巻
三
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
〇
中
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
二
・

善
語
義
相
分
第
五
十
九
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
四
三
／
頁
四
一
七
上
﹈。
な
お
、

『
仏
語
心
論
』
に
よ
る
と
、「
妄
想
相
」
と
は
、「
心
法
」
で
あ
り
、「
言
説
相
」
と
は
、

「
境
法
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
13
）
平
野
宗
浄
『
禅
の
語
録
６
　
頓
悟
要
門
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
・
三
、
頁
二

〇
一
。

（
14
）「
彼
諸
痴
人
作
如
是
言
、
義
如
言
説
義
説
無
異
、
所
以
者
何
、
謂
義
無
身
故
、
言

説
之
外
更
無
餘
義
、
惟
止
言
説
、
大
慧
、
彼
悪
焼
智
不
知
言
説
自
性
不
知
言
説
生
滅

義
不
生
滅
、
大
慧
、
一
切
言
説
墮
於
文
字
、
義
則
不
墮
、
離
性
非
性
故
、
無
受
生
亦

無
身
故
」（『
楞
伽
経
』
巻
四
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
六
中
│
下
﹇『
仏
語
心
論
』

巻
十
五
・
言
義
差
別
分
第
七
十
三
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
八
九
／
四
六
三
上
﹈）。

「
諸
菩
薩
摩
訶
薩
、
依
於
義
不
依
文
字
、
若
善
男
子
善
女
人
依
文
字
者
、
自
壊
第
一

義
、
亦
不
能
覚
他
」（『
楞
伽
経
』
巻
四
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
六
下
﹇『
仏
語

心
論
』
巻
十
五
・
言
義
差
別
分
第
七
十
三
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
九
〇
／
四
六
四

下
﹈）。「
如
為
愚
夫
以
指
指
物
、
愚
夫
観
指
不
得
実
義
、
如
是
愚
夫
隨
言
説
指
、
摂

受
計
著
至
竟
不
捨
、
終
不
能
得
離
言
説
指
第
一
実
義
」（『
楞
伽
経
』
巻
四
、『
大
正

蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
七
上
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
五
・
言
義
差
別
分
第
七
十
三
、『
日

本
蔵
』
十
、
頁
二
九
一
／
四
六
五
下
﹈）。

（
15
）「
観
語
与
義
非
異
非
不
異
、
観
義
与
語
亦
復
如
是
」（『
楞
伽
経
』
巻
三
、『
大
正

蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
〇
下
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
二
・
善
語
義
相
分
第
五
十
九
、『
日

本
蔵
』
十
、
頁
二
四
三
／
四
一
七
下
﹈）。

（
16
）『
楞
伽
経
』
巻
四
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
六
上-

中
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十

五
・
如
来
異
名
分
第
七
十
二
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
八
七
／
四
六
一
下
―
二
八

八
／
四
六
二
上
﹈。

（
17
）
わ
れ
わ
れ
の
構
築
し
た
〈
コ
ト
バ
〉
な
る
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
的
に
感

じ
る
、
色
あ
い
・
響
き
・
香
り
・
味
わ
い
・
手
触
り
、
或
い
は
こ
の
よ
う
な
感
覚
さ

え
も
未
分
化
な
〈
存
在
感
〉
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
〈
質
〉
を
も
〈
意
味
〉
的
に
規
定
し

て
い
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
諸
器
官
さ
え
も
が
、
文
化
的
に
（
共
同
的
に
）

作
ら
れ
て
い
る

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

。
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
そ
の
も
の
は
意
味
化
・
価
値
化
さ
れ
て
美
／
醜
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な
ど
の
価
値
判
断
の
根
源
と
な
り
、
煩
悩
の
原
因
と
し
て
忌
避
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

不
可
算
の
〈
質
〉
は
、〈
意
味
〉
と
い
う
〈
公
共
化
〉
さ
れ
た
定
型
の
中
に
縮
減
・

平
均
化
さ
れ
日
常
の
中
に
埋
没
し
て
い
く
。
逆
に
言
え
ば
、〈
質
〉
が
平
均
化
さ
れ
、

単
一
の
〈
意
味
〉
な
る
も
の
へ
と
縮
減
＝
変
換
さ
れ
る
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識

は
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
と
も
言
え
、
そ
の
〈
質
〉
は
〈
コ
ト
バ
〉
を
通
じ
て
分

割
＝
量
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

れ
は
あ
ま
り
に
も
粗
雑
な
や
り
方
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
効
率
的
で
も
あ
る
。

（
18
）『
楞
伽
経
』
巻
四
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
六
下
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
五
・

言
義
差
別
紛
第
七
十
三
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
八
九
／
四
六
三
下
﹈。

（
19
）『
楞
伽
経
』
巻
三
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
五
上
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
四
・

内
外
涅
槃
分
第
七
十
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
八
〇
／
四
五
四
下
﹈。

（
20
）『
楞
伽
経
』
巻
四
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
七
上
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
五
・

言
義
差
別
分
第
七
十
三
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
九
二
／
四
六
六
上
﹈。

（
21
）『
楞
伽
経
』
巻
三
、『
大
正
蔵
』
十
六
、
頁
五
〇
〇
下
﹇『
仏
語
心
論
』
巻
十
二
・

善
語
義
相
分
第
五
十
九
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
二
四
四
／
四
一
八
上
﹈。

（
22
）『
仏
語
心
論
』
巻
八
・
言
説
相
心
分
第
二
十
七
、『
日
本
蔵
』
十
、
頁
一
五
七
／

三
三
一
上
―
下
。

（
23
）『
宗
鏡
録
』
巻
六
十
一
、『
大
正
蔵
』
四
十
八
、
頁
七
六
四
中
。

（
24
）
引
用
は
、
岩
波
文
庫
本
『
頓
悟
要
門
』
巻
末
に
附
載
さ
れ
た
も
の
に
拠
っ
た

（
た
だ
し
一
部
表
記
を
改
め
た
）。

（
25
）『
楞
伽
経
』
に
お
け
る
「
言
説
妄
想
相
心
」
と
い
う
六
字
に
つ
い
て
、『
仏
語
心

論
』（
巻
八
・
言
説
相
心
分
第
二
十
七
、
頁
一
五
五
／
三
二
九
上
―
下
）
は
「
二
法
」

と
「
四
法
」
の
二
種
の
解
釈
が
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
「
四
法
」
を
「
言
説

前
五
、
妄
想
六
識
、
相
為
七
識
、
心
是
八
識
」
と
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
中

で
「
言
説
」
は
、
視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
・
触
覚
の
知
覚
系
に
相
当
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。

（
26
）「
禅
に
お
け
る
言
語
的
意
味
の
問
題
」（『
意
識
と
本
質
―
精
神
的
東
洋
を
索
め

て
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
・
一
）﹇
本
文
中
の
引
用
は
、
一
九
九
一
年
版
〈
岩

波
文
庫
〉
に
拠
る
。
頁
三
六
一
﹈。

（
27
）『
碧
巌
録
』
第
二
十
二
則
に
も
言
及
さ
れ
る
。

（
28
）『
宗
鏡
録
』
巻
六
十
一
、『
大
正
蔵
』
四
十
八
、
頁
七
六
四
中
。

（
29
）
六
如
慈
周
『
葛
原
詩
話
』
巻
四
（『
日
本
詩
話
叢
書
』
第
四
巻
）。
な
お
、
一
部

表
記
を
改
め
た
。

（
30
）『
仏
光
国
師
語
録
』
巻
五
・
建
長
寺
普
説
、『
大
日
本
仏
教
全
書
』
四
十
八
、
頁

一
〇
七
下
。

（
31
）『
済
北
集
』、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一
巻
、
頁
一
九
四
／
二
五
四
。

（
32
）〈
コ
ト
バ
〉
と
い
う
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
た
だ
棄
却
す
べ
き
も
の
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
両
義
的
な
存
在
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な

記
述
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
言
説
為
法
都
有
二
種
、
一
真
、
二

妄
、
妄
言
説
者
不
顕
真
諦
、
真
言
説
能
入
第
一
義
、
…
語
不
顕
義
而
有
顕
示
、
…
語

不
顕
義
云
妄
辺
也
、
而
有
顕
示
云
真
辺
也
、
故
随
仏
意
分
真
妄
説
、
若
亦
学
者
知
真

妄
由
、
言
説
之
法
豈
有
咎
耶
」（『
仏
語
心
論
』
巻
八
・
言
説
相
心
分
第
二
十
七
、
頁

一
五
八
／
三
三
二
上
―
下
）。

（
33
）
禅
僧
が
、B
意
味
の
交
換C

と
い
う
次
元
で
は
な
く
、B

意
味
の
生
産C

と
い
う
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次
元
で
言
語
実
践
を
試
み
て
い
る
、
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
し
て
お

き
た
い
の
は
、
彼
ら
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
産
出
さ
れ
た
〈
意
味
〉
で
は
な
く
、

〈
意
味
〉
の
産
出
と
い
う
行
為

ヽ

ヽ

―
―
「
言
う
」
と
い
う
行
為

ヽ

ヽ

―
―
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

（
34
）
こ
の
よ
う
な
効
果
を
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
の
用
語
を
借
り
て
、「
異
化
」

と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
35
）『
大
正
蔵
』
四
十
五
、
頁
二
二
七
下
。

（
36
）
こ
の
よ
う
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
「
本
覚
思
想
」
と
呼
ば
れ
て
時
に
批
判
さ
れ
る
が
、

本
稿
の
着
眼
点
は
、
こ
の
よ
う
な
一
元
論
的
思
考
の
真
／
偽
で
は
な
く
、
そ
れ
が
禅

の
構
成
の
中
で
ど
の
よ
う
な
「
機
能
」
を
持
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。

（
37
）「
仏
法
在
世
間
／
不
離
世
間
覚
／
離
世
覓
菩
提
／
恰
如
求
兎
角
」（『
六
祖
壇
経
』

般
若
第
二
、『
大
正
蔵
』
四
十
八
、
頁
三
五
一
下
）。

（
38
）
ま
さ
に
こ
の
「
無
限
退
行
」
の
中
に
お
い
て
、
客
観
世
界
＝
存
在
そ
の
も
の
＝

〈
仏
〉
の
地
位
を
簒
奪
／
僭
称
し
よ
う
と
い
う
（
不
可
能
な
）
試
み
を
実
践
す
る
た

め
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
在
所
を
離
れ
た
何
か
特
別
な
実
践
方
法
が
あ
る
に
違
い
な

い
、
と
い
う
神
秘
主
義
的
な
仏
教
観
が
発
生
す
る
。

（
39
）
大
珠
慧
海
『
頓
悟
要
門
』（
平
野
宗
浄
『
禅
の
語
録
６
　
頓
悟
要
門
』
筑
摩
書
房
、

一
九
七
〇
・
三
、
頁
一
八
九
）。

（
40
）
虎
関
師
錬
『
済
北
集
』
巻
十
四
・
宗
門
十
勝
論
第
六
、『
五
山
文
学
全
集
』
第
一

巻
、
頁
二
一
四
／
二
七
四
。
ま
た
、
虎
関
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。「
道

因
言
顕
、
言
以
字
伝
、
言
字
二
法
載
道
之
器
、
増
上
慢
空
不
察
所
由
、
離
除
文
字
以

為
正
法
、
如
来
嫌
之
、
執
計
之
謂
、
…
吾
祖
所
謂
不
立
文
字
、
増
上
慢
空
除
離
文
字
、

学
仏
之
者
乞
詳
甄
別
」（『
仏
語
心
論
』
巻
十
二
・
有
無
倶
離
分
第
五
十
六
、
頁
二
三

三
／
四
〇
七
下
）、「
蓋
外
道
中
以
絶
言
句
為
正
法
者
、
言
義
竝
滅
堕
空
無
見
、
吾
宗

門
中
不
立
文
字
直
指
見
性
、
後
学
膚
浅
不
善
分
別
、
錯
入
此
格
者
不
寡
矣
」（『
仏
語

心
論
』
巻
十
五
・
言
義
差
別
分
第
七
十
三
、
頁
二
八
九
／
四
六
三
下
）。

（
41
）
こ
こ
で
、B

わ
れ
わ
れ
は
〈
コ
ト
バ
〉
の
〈
外
部
〉
へ
と
脱
け
出
る
こ
と
が
で
き

る
かC

と
い
う
問
い
（
或
い
は
そ
れ
に
類
す
る
問
い
）
を
立
て
て
論
じ
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
言
を
附
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、

こ
の
よ
う
な
問
い
の
立
て
方
自
体
が
そ
も
そ
も
決
定
的
に
誤
謬
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
い
の
中
で
は
、
脱
け
出
よ
う
と
し
て
い
る

主
体
の
言
語
的
存
在
性
は
全
く
不
問
に
付
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
自
己
同
一
的
な

即
自
的
実
体
と
し
て
の
地
位
に
保
全
し
た
ま
ま
議
論
を
進
め
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
も
し
「
わ
れ
わ
れ
」
或
い
は
「
わ
れ
」
が
言
語
的
存
在
で
な
い
の
な
ら
、

そ
も
そ
も
〈
外
部
〉
に
位
置
し
て
い
る
た
め
に
脱
け
出
る
必
要
が
な
い
（
或
い
は
脱

け
出
ら
れ
な
い
）。
し
か
し
、
そ
れ
が
言
語
的
存
在
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
も
し
脱

け
出
ら
れ
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
「
わ
れ
わ
れ
」
で
も
「
わ
れ
」
で
も

な
い
。
つ
ま
り
、「
わ
れ
わ
れ
」
或
い
は
「
わ
れ
」
と
い
う
立
場
を
保
守
す
る
限
り
、

上
記
の
問
い
に
は
も
と
よ
り
「
脱
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
「
解
」
し
か

な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
、
だ
か
ら
こ
そ
「
わ
れ
わ
れ
」
或
い
は

「
わ
れ
」
と
い
う
主
体
の
言
語
的
存
在
性
が
強
く
問
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

（
42
）「
若
有
人
問
汝
義
、
問
有
将
無
対
、
問
無
将
有
対
、
問
凡
以
聖
対
、
問
聖
以
凡
対
。

二
道
相
因
生
中
道
義
」（『
六
祖
壇
経
』
付
嘱
第
十
、『
大
正
蔵
』
四
十
八
、
頁
三
六

〇
下
）。
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（
43
）「
問
、
何
者
是
中
道
義
。
答
、
辺
義
是
。
問
。
今
問
中
道
、
因
何
答
辺
義
是
。
答
、

辺
因
中
立
、
中
因
辺
生
。
本
若
無
辺
、
中
従
何
有
。
今
言
中
者
因
辺
始
有
。
故
知
、

中
之
与
辺
、
相
因
而
立
、
悉
是
無
常
。
色
受
想
行
識
、
亦
復
如
是
」（
大
珠
慧
海

『
頓
悟
要
門
』、
平
野
宗
浄
『
禅
の
語
録
６
　
頓
悟
要
門
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
〇
・

三
、
頁
八
五
）。

（
44
）John

L
angshaw

A
ustin:H

ow
to

D
o

T
hings

w
ith

W
ords,O

xford,1960

、

Ｊ
・
Ｌ
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
／
坂
本
百
大
訳
『
言
語
と
行
為
』（
大
修
館
書
店
、
一
九

七
八
）。

（
45
）『
無
文
印
』〈
国
立
国
会
図
書
館
蔵
刊
本
〉
巻
十
五
「
周
時
甫
」。

（
46
）『
達
磨
大
師
血
脈
論
』（『
続
蔵
経
』
六
十
三
、
頁
三
下
）。

（
47
）『
天
目
中
峰
和
尚
広
録
』
巻
四
之
上
「
示
雲
南
福
无
通
三
講
主
」（〈
和
刻
影
印
近

世
漢
籍
叢
刊
〉
中
文
出
版
社
、
頁
一
七
七
―
八
）。

（
48
）〈
コ
ト
バ
〉
の
安
定
性
―
同
一
性
が
損
な
わ
れ
る
兆
候
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
シ
ス
テ
ム
を
安
定
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
社
会
の
中
で
自
動
生
成

さ
れ
る
。「
若
者
の
言
葉
の
乱
れ
」
な
ど
の
言
説
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

（
49
）
と
は
い
え
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
反
問
し
て
み
る
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。「
五

山
文
学
」
と
い
う
資
料
体
の
全
て
が
そ
の
よ
う
な
内
因
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
の
か
、
と
。「
参
詩
猶
如
参
禅
ト
云
ホ
ド
ニ
、
詩
句
ニ
参
ズ
ル
ト
モ
、
単
伝
直

指
向
上
ノ
詩
ニ
参
ゼ
ヨ
、
カ
マ
イ
テ
詩
魔
ノ
向
下
ニ
参
ズ
ル
ナ
ト
云
タ
ゾ
」（『
湯
山

聯
句
鈔
』
序
）
と
い
う
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
詩
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
表
現
の

全
て
が
〈
詩
禅
一
味
〉
言
説
へ
と
還
元
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
禅
僧
の
言

語
（
文
筆
）
活
動
を
実
務
的
水
準
に
お
い
て
捉
え
て
お
く
と
す
れ
ば
（
例
え
ば
次
の

事
実
に
注
意
し
て
お
く
。
①
禅
僧
の
社
会
の
中
で
は
、
各
人
が
地
位
と
そ
れ
に
応
じ

た
役
割
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
儀
礼
的
労
働
〈
実
務
文
書

の
作
成
な
ど
〉
が
要
求
さ
れ
た
こ
と
。
②
「
詩
」
さ
え
も
が
社
交
的
手
段
と
し
て
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
し
え
た
こ
と
）、（
本
稿
で
言
う
と
こ

ろ
の
）〈
詩
〉
に
よ
っ
て
の
み

ヽ

ヽ

「
五
山
文
学
」
と
い
う
〈
枠
〉
が
成
り
立
ち
得
た
わ

け
で
は
な
い

ヽ

ヽ

こ
と
は
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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