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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

ま
ず
「
不
断
煩
悩
」
の
語
は
、
『
論
註
』
下
巻
「
清
浄
功
徳
」
の
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
分
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
『
論

註
』
は
『
維
摩
経
』
「
弟
子
品
」
の
「
不
断
煩
悩
而
入
涅
槃
、
是
為
宴
坐
」
の
語
に
基
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他

方
、
親
鸞
の
『
銘
文
』
、
存
覚
の
『
六
要
紗
』
、
蓮
如
の
『
真
要
紗
』
『
正
信
偶
大
意
』
『
御
文
章
』
な
ど
の
引
文
を
試
み
て
「
不
断

煩
悩
」
義
を
示
し
て
い
る
。

円
月
は
「
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
涅
槃
を
得
る
」
「
得
涅
槃
」
の
義
に
焦
点
を
合
せ
て
い
る
。
ま
た
「
得
涅
槃
」
の
得
に
つ
い
て

は
諸
家
蘭
菊
美
を
競
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
得
涅
槃
」
が
当
益
で
あ
る
の
か
、
ま
た
現
益
で
あ
る
の
か
、
と
い

(1) 

浄
満
院
円
月
の
所
説

ー
親
鸞
の
煩
悩
論
ー

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

（三）

山
崎
龍
明
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土
正
定
」

依
る
と
き
は
分
の
字
あ
る
と
も
究
覚
極
果
な
り
）

う
問
い
で
も
あ
っ
た
。
円
月
に
よ
れ
ば
「
涅
槃
分
者
、
未
至
極
果
故
云
分
也
」
と
、
「
分
」
は
未
だ
極
果
に
到
ら
な
い
か
ら
「
分
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
当
益
」
で
あ
る
と
す
る
。
『
銘
文
』
の
釈
意
は
こ
れ
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。
他
方
、
「
正
定
緊
」

の
こ
る
と
こ
ろ
も
な
く
願
力
不
思
議
を
も
て
消
滅
す
る
い
は
れ
あ
る
が
故
に
正
定
緊
不
退
の
位
に
住
す
と
な
り
」
（
三
の
五

0
二）

つ
ぎ
に
円
月
は
「
分
」

『
宝
章
』

の
義
を
『
論
註
顕
深
義
記
』
に
探
り
、
「
分
」
に
三
義
（
二
義
）
を
み
い
だ
し

二
満
の
義
（
一
分
二
分
の
分
の
如
き
是
な
り
、
こ
の
義
に
依
る
と
き
は
涅
槃
分
は
即
ち
正
定
緊
な
り
）

分
の
二
義

分
斉
の
義
（
因
分
果
分
の
如
き
是
な
り
、
涅
槃
即
分
、
生
死
の
迷
界
に
対
し
て
涅
槃
分
と
い
う
、
こ
の
義
に

以
上
の
説
示
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
「
涅
槃
分
」
を
現
益
と
し
て
「
正
定
緊
」
と
な
し
、
ま
た
当
果
と
す
る
立
場
か
ら
は
「
彼

「
無
上
涅
槃
」
と
み
な
す
も
の
も
あ
る
が
、
円
月
は
「
義
不
同
あ
り
と
知
る
べ
し
」
と
述
べ
る
。

い
ま
さ
ら
い
う
ま
で

も
な
く
「
断
惑
証
理
」
は
仏
道
の
通
軌
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
般
仏
教
の
通
軌
に
即
し
て
い
え
ば
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
の
道

理
は
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
不
断
煩
悩
」
と
い
う
の
は
「
願
力
の
不
思
議
」
と
い
う
言
葉
以
外
、

分
の
三
義
因
の
義
、
末
円
の
義
、
分
円
無
凝
の
義

て
い
る
。

と
い
え
る
よ
う
に
な
る
。

を
此
土
の
益
、
「
現
益
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
『
大
意
』

お
よ
び

の
よ
う
に
「
無
始
以
来
つ
く
り
と
つ
く
る
悪
業
煩
悩
を
、

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

-38-



親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（
三
）

定
棗
不
退
に
住
す
と
云
ふ
こ
こ
ろ
な
り
」
で
あ
る
と
い
う
。

語
る
も
の
が
な
い
と
い
う
。
円
月
は
問
い
を
設
け
て
い
う
。
「
三
世
の
業
障
一
時
に
消
滅
」
す
と
い
い
な
が
ら
、
他
方
「
命
の
娑

婆
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
罪
は
つ
き
ざ
る
な
り
」
と
あ
る
の
は
―
つ
の
矛
盾
で
は
な
い
か
。
答
え
は
こ
う
で
あ
る
。
「
煩
悩
」
の
不

断
は
衆
生
に
約
し
、
断
は
仏
に
約
す
と
。
「
仏
は
願
力
を
も
っ
て
断
じ
、
衆
生
は
我
身
に
断
ず
る
に
非
ず
、
是
を
も
っ
て
断
と
不

断
と
共
に
他
力
な
る
が
ゆ
へ
に
不
断
即
断
、
断
即
不
断
な
り
」
と
。
さ
き
の
『
真
要
紗
』

に
貪
眼
煩
悩
を
断
ぜ
ず
（
不
断
）
と
雖
も
、
横
に
一
―
―
界
六
道
輪
廻
を
と
づ
る
義
あ
り
（
断
）
」
、
ま
た
「
大
意
』

の
不
思
議
な
る
が
ゆ
へ
に
、
わ
が
身
に
は
煩
悩
を
断
ぜ
ざ
れ
ど
も
（
不
断
）
仏
の
か
た
よ
り
は
つ
い
に
涅
槃
に
い
た
る
べ
き
分
に

さ
だ
ま
る
も
の
な
り
（
断
）
」
と
。

一
念
の

の
言
葉
に
あ
て
は
め
て
い
え
ば
、
「
堅

で
い
え
ば
「
願
力

つ
ぎ
に
円
月
は
『
宝
章
」
等
に
散
見
す
る
「
消
滅
す
る
い
は
れ
」
の
「
い
は
れ
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
う
。
巧
み
な
論
述
で
あ
る
。
「
消

滅
す
る
い
は
れ
あ
り
」
と
い
う
「
い
は
れ
」
は
、
単
な
る
「
い
は
れ
」
で
あ
っ
て
実
際
に
は
消
滅
し
な
い
よ
う
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
。

若
し
一
念
に
願
力
を
以
て
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

い
は
れ
で
あ
っ
て
実
際
に
は
臨
終
に
滅
す
る
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

念
滅
罪
の
宗
意
に
違
す
る
。
そ
こ
で
円
月
は
『
帖
外
御
文
』

の
「
い
か
な
る
十
悪
五
逆
の
罪
人
、
五
障
三
従
の
女
人
も
、

信
心
を
お
こ
し
て
帰
命
し
た
て
ま
つ
れ
ば
、
摂
取
の
光
明
の
中
に
て
ら
し
を
き
ま
し
ま
す
な
り
」
「
一
念
に
弥
陀
を
た
の
み
奉
る

も
の
は
、
殊
勝
の
大
利
無
上
の
功
徳
を
我
等
に
あ
た
へ
ま
し
ま
す
い
は
れ
あ
る
が
故
に
、
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
罪
障
こ
と
ご
と

く
き
え
は
て
て
正
定
緊
の
位
に
か
な
ひ
侯
も
の
な
り
」
（
五
の
四
六
七
頁
）
と
い
っ
た
文
章
と
対
映
さ
せ
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
「
い

は
れ
」
と
は
「
所
由
の
義
」
、
「
わ
け
い
は
れ
と
云
ふ
こ
こ
ろ
な
り
」
「
願
力
を
以
て
悪
業
煩
悩
を
消
滅
す
る
わ
け
あ
る
が
故
に
正

こ
の
「
い
は
れ
」
に
関
し
て
円
月
は
―
つ
の
設
問
を
あ
て
て
い
う
。
「
問
、
悪
業
煩
悩
の
こ
る
所
も
な
く
消
滅
せ
ば
、
信
後
に
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言
葉
は
そ
の
こ
と
を
証
す
る
で
あ
ろ
う
。

お
い
て
は
三
毒
の
煩
悩
起
る
べ
き
理
な
し
」
と
。
理
に
あ
っ
て
は
起
ら
な
い
悪
業
煩
悩
が
現
に
起
こ
る
と
こ
ろ
を
指
し
て
、
「
貪

愛
瞑
憎
之
雲
霧
、
常
覆
真
実
信
心
天
」
と
示
す
の
で
あ
る
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
円
月
も
い
う
よ
う
に
古
来
論
議
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
円
月
は
『
明
燈
紗
』
に
お
け
る
説
示
を
述
べ
る
。
「
願
力
不
思
議
を
も
っ
て
消
滅
す
る
と
は
他
力
横
超
断
を
顕
す
」

な
ぜ
な
ら
『
信
巻
』
所
説
の
「
横
超
断
四
流
」
を
釈
成
す
る
な
か
「
横
裁
五
悪
趣
悪
趣
自
然
閉
」
の
経
文
を
引
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
言
断
、
発
起
往
相
一
心
故
、
無
生
而
当
受
生
、
無
趣
而
更
可
到
趣
、
己
之
趣
四
生
因
亡
果
滅
、
故
則
頓
断
絶
三

有
生
死
、
故
日
断
」
と
し
て
い
る
。
「
断
」
は
「
他
力
横
超
断
」
に
し
て
、
「
自
力
修
断
」
の
「
漸
次
に
種
子
習
気
を
断
ず
る
が
如

き
に
は
あ
ら
ず
」
、

し
て
「
不
思
議
断
」
と
も
な
づ
く
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
指
し
て
「
願
力
不
思
議
を
も
っ
て
消

滅
す
る
い
は
れ
」
と
い
う
の
で
あ
る
と
。
「
今
文
に
い
は
れ
あ
り
と
の
給
う
、
こ
れ
横
超
断
の
義
な
り
」
と

す
る
。
ま
た
『
真
要
紗
』

の
「
三
毒
煩
悩
は
し
ば
し
ば
起
れ
ど
も
、
ま
こ
と
の
信
心
は
か
れ
に
も
さ
え
ら
れ
ず
、
顛
倒
の
妄
念
は

つ
ね
に
た
え
ざ
れ
ど
も
さ
ら
に
未
来
の
悪
報
を
ば
ま
ね
か
ず
」
「
一
念
の
信
心
定
ま
る
と
き
竪
に
貪
賑
疑
慢
の
煩
悩
を
断
ぜ
ず
と

雖
も
、
横
に
三
界
六
道
輪
廻
の
果
報
を
と
づ
る
義
あ
り
」
と
あ
る
文
意
も
す
べ
て
「
他
力
横
超
断
」
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
次
の

消
滅
す
と
云
ふ
と
雖
も
、
無
凝
光
明
智
相
の
妙
用
に
し
て
凡
夫
の
知
る
所
に
あ
ら
ず
、
果
縛
の
凡
身
な
れ
は
三
毒
熾
盛
と
し

て
起
れ
ど
も
、
障
と
な
ら
ね
ば
あ
れ
ど
も
な
き
が
如
く
な
り
、
此
を
い
は
れ
あ
り
と
云
ふ

（
同
七
三
一
頁
）

問
い
そ
の
も
の
が
「
こ
ち
ら
」
の
宗
教
実
存
的
姿
勢
に
基
い
て
起
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
答
は
「
あ
ち
ら
」
の

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

『
明
燈
紗
』
は
規
定
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

い
う
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
設
示
に
対
し
て
円
月
は
「
隔
靴
掻
痒
」

五
四
一
）

一
念
の
と
こ
ろ
に
罪
み
な
き
え
て
と
あ
る
は
、

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
明
燈
紗
』

の
発
想
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
一
念
発
起
の
と
こ
ろ
に
て
罪
み
な
消
滅
し
て
正
定
緊
不
退
の
位
に
定
ま
る
」
と

い
う
文
意
と
、
他
方
「
罪
は
命
の
あ
る
あ
い
だ
罪
も
あ
る
べ
し
」
と
い
う
文
意
の
矛
盾
の
解
明
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
に
対
し
て

蓮
如
は
い
か
な
る
姿
勢
を
も
っ
て
対
応
し
た
か
。

い
さ
さ
か
く
り
返
し
の
感
が
な
い
で
は
な
い
が
、
以
下
に
引
い
て
み
よ
う
。

一
念
の
信
力
に
て
往
生
定
ま
る
と
き
は
罪
は
さ
は
り
と
も
な
ら
ず
、

な
き
分
な
り
、
命
の
娑
婆
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
罪
は
つ
き
ざ
る
な
り
、
順
誓
は
は
や
悟
て
罪
は
な
き
か
や
、
聖
教
に
は
一
念

の
処
に
て
罪
き
え
て
と
あ
る
な
り
と
仰
ら
れ
侯
、
罪
の
あ
る
な
し
の
沙
汰
を
せ
ん
よ
り
は
、
信
心
を
と
り
た
る
か
取
ら
ざ
る

か
の
沙
汰
を
い
く
た
び
も
い
く
た
び
も
よ
し
、
罪
き
え
て
御
た
す
け
あ
ら
ん
と
も
、
罪
消
ず
し
て
御
た
す
け
あ
る
べ
し
と
も
、

弥
陀
の
御
は
か
ら
ひ
な
り
、
我
と
し
て
は
は
か
ら
ふ
べ
か
ら
ず
、

の
感
を
抱
く
、

さ
れ
ば

た
だ
信
心
肝
要
な
り
と
く
れ
ぐ
れ
仰
ら
れ
侯
な
り
（
三
の

そ
し
て
諸
説
を
展
開
す
る
。
そ
の
い
う
と
こ
ろ
を
若
干
整
理
し
て

で
は
蓮
如
と
門
弟
順
誓
の
問
答
を
記
し
た
『
御
一
代
記
聞
書
』
に
触
れ
る
。
問
答
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

側
に
属
す
る
も
の
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
往
生
の
ご
と
き
一
大
事
は
凡
夫
の
は
か
ら
う
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
」
式
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真
宗
義
が
「
一
念
滅
罪
」
で
あ
る
こ
と
を
「
信
巻
」
（
末
）

己
六
趣
四
生
困
亡
果
滅
」
、

の
「
発
起
往
相
信
心
故
、
無
生
而
当
受
生
、
無
趣
而
更
応
到
趣
、

お
よ
び
傍
証
と
し
て
「
今
い
ふ
と
こ
ろ
の
往
生
と
い
ふ
は
、
あ
な
が
ち
に
命
終
の
と
き
に
あ
ら
ず
、

一
念
南
無
阿
弥
陀
仏
と
帰
命
す
る
仏
智
無
上
の
名
願
力
に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
て
、
涅
槃
畢
覚
の
真
因

は
じ
め
て
き
ざ
す
と
こ
ろ
を
さ
す
な
り
、
す
な
は
ち
こ
れ
を
即
得
往
生
住
不
退
転
と
と
き
あ
ら
わ
さ
る
な
り
」
（
三
の
―
二
八
）

の
文
を
引
い
て
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
真
宗
義
が
「
一
念
滅
罪
」
義
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
他
方
、
「
命

の
娑
婆
に
あ
ら
ん
か
ぎ
り
は
罪
は
つ
き
ざ
る
な
り
」
の
文
言
は
「
命
終
の
時
ま
で
悪
趣
の
因
滅
」
亡
し
な
い
こ
と
で
あ
り
「
臨
終

滅
罪
」
の
義
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
円
月
は
独
特
の
見
解
で
会
通
に
努
力
す
る
。
貪
眼
等
の
諸
煩
悩
は
悪
趣
の
因
で
あ
る
こ

と
は
言
を
侯
た
な
い
。

い
か
に
信
後
の
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
命
終
の
と
き
ま
で
貪
眼
等
の
諸
煩
悩
が
生
起
す
る
こ
と
は
蓋
し

当
然
で
あ
る
。
（
「
有
漏
の
椴
体
欲
悪
の
世
界
に
止
住
す
る
が
故
」
）
が
、
し
か
し
注
意
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
の
ほ
「
信
前
」
に
あ
っ

て
は
悪
趣
の
因
で
あ
っ
た
も
の
で
も
、
「
信
後
」
悪
趣
の
因
と
な
る
用
を
滅
亡
し
た
う
え
か
ら
は
、
同
じ
相
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

同
一
に
談
じ
て
は
な
ら
な
い
。
切
言
す
れ
ば
、
信
前
に
お
け
る
貪
瞑
煩
悩
は
、
そ
の
ま
ま
悪
趣
の
因
で
あ
る
が
、
信
後
に
お
け
る

貪
隕
煩
悩
は
す
で
に
悪
趣
の
因
と
な
る
力
用
を
消
滅
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
二
者
の
相
違
に
配
慮
す
べ
き
だ
と
円
月
は
指

摘
す
る
。
円
月
流
に
い
え
は
「
罪
は
つ
き
ざ
る
な
り
」
と
い
う
「
罪
」
と
し
て
の
「
悪
業
煩
悩
」
は
、
信
後
全
く
悪
趣
に
堕
す
る

用
な
き
「
罪
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
円
月
は
こ
れ
が
説
明
に
梅
花
の
普
喩
を
も
っ
て
あ
て
て
い
る
。

「
枝
を
折
る
同
時
に
既
に
散
り
た
る
花
も
（
過
去
）
今
を
盛
の
花
も
（
現
在
）
追
々
開
く
べ
き
花
も
（
未
来
）
実
を
結
ぶ
用
を

失
ふ
が
故
に
、
そ
の
曹
次
第
に
開
く
と
雖
も
実
を
結
ば
ざ
る
な
り
、
庭
上
の
梅
は
活
物
な
り
、
挿
花
の
梅
は
死
物
な
り
、
登
に
混

無
始
己
来
寺
輪
転
六
道
の
妄
業
、

①
 

一
念
滅
罪
か
臨
終
滅
罪
か

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（
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法
徳
の
然
ら
し
む
る
所
な
り
（
同
七
三
二
頁
）

な
ら
な
い
。

同
し
て
こ
れ
を
論
ず
べ
け
ん
や
」
（
同
七
三
二
貢
）
と
。
こ
の
円
月
の
所
説
を
従
来
「
相
存
用
滅
」
と
い
っ
て
い
る
。

「
貪
瞑
は
こ
れ
を
悪
と
名
け
ず
し
て
何
と
か
名
け
ん
、
既
に
悪
と
名
く
る
と
き
は
悪
趣
の
因
に
非
ず
し
て
何
ぞ
や
。
答
、
三
毒

を
以
て
八
万
四
千
の
諸
煩
悩
の
根
本
と
す
、
貪
瞑
は
悪
業
に
し
て
善
に
非
ざ
る
こ
と
は
論
な
し
」
（
同
七
三
二
頁
）
と
、
ま
づ

を
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
悪
」
を
具
体
化
し
て
円
月
は
「
凡
夫
と
し
て
は
此
―
―
一
毒
を
離
る
る
こ
と
能
は
ず
、
何
と
な
れ
ば
、

農
商
工
等
の
諸
業
皆
欲
な
り
、
妻
子
を
愛
し
財
宝
を
貪
る
皆
欲
な
り
、
荀
も
欲
あ
る
と
き
は
隕
忠
は
必
ず
具
す
、
欲
界
を
離
れ
ざ

る
間
は
こ
れ
を
断
つ
こ
と
能
は
ず
、
然
る
に
農
商
等
は
人
間
当
然
の
事
業
な
り
、
人
民
一
般
の
事
業
を
勤
勉
す
る
を
王
法
と
す
、

農
商
務
の
一
省
あ
る
所
以
な
り
、
然
れ
ば
直
ち
に
こ
れ
を
悪
と
名
く
べ
き
も
の
に
非
ず
、
五
逆
を
分
け
て
二
善
三
悪
と
す
る
が
如

し
、
こ
れ
そ
の
当
分
に
就
い
て
い
ふ
が
故
に
、
農
商
等
は
直
ち
に
こ
れ
を
悪
と
は
云
ふ
べ
か
ら
ず
」
（
同
七
―
―
―
二
頁
）
。
し
か
し
「
出

世
間
門
」
に
お
い
て
「
迷
悟
二
門
」
に
配
当
す
る
と
き
は
、
農
商
等
は
迷
界
の
五
悪
趣
に
配
当
さ
れ
、
悟
界
に
通
入
す
べ
き
聖
道

自
力
門
に
あ
っ
て
は
「
捨
家
棄
欲
」
が
前
提
条
件
と
し
て
賦
課
さ
れ
る
。
再
往
、
真
宗
「
真
俗
―
一
諦
の
教
意
」
に
あ
っ
て
は
「
商

を
も
せ
よ
猟
漁
を
も
せ
よ
」
の
道
で
あ
り
、
農
で
あ
れ
商
で
あ
れ
「
人
道
王
法
」
に
違
背
す
る
よ
う
な
所
業
は
決
し
て
あ
っ
て
は

仏
智
を
全
領
し
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
と
な
る
も
の
は
自
然
と
人
道
王
法
に
達
す
る
所
業
は
こ
れ
な
き
に
至
る
べ
し
、
是
れ

②
 
悪
に
つ
い
て

「悪」
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然
れ
ば
命
終
ま
で
貪
瞑
の
止
ま
ず
と
云
ふ
は
、
農
商
等
の
事
業
及
び
妻
子
を
は
ご
く
み
、
財
宝
を
蓄
ふ
る
等
の
こ
と
に
つ
い

て
こ
れ
を
云
ふ
の
み
、
こ
れ
は
五
逆
及
び
身
口
七
支
等
と
混
同
す
べ
か
ら
ず
（
同
七
三
二
頁
）

結
論
的
に
は
、
命
終
ま
で
つ
づ
く
貪
瞑
と
は
「
農
商
等
の
事
業
」
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
妻
子
」
「
財
宝
」
等
に
つ
い
て
の
み

で
あ
る
と
集
約
し
て
い
る
。
円
月
は
こ
れ
を
善
導
（
六
一
七
＼
六
八
一
）
の
『
散
善
義
』
「
二
河
瞥
」
（
一
の
五
三
九
）
の
「
貪
瞑
」

「
卒
爾
に
二
河
警
の
文
を
見
る
と
き
は
そ
の
分
別
な
き
に
似
た
れ
ど
も
、
意
を
得
て
こ
れ
を
窺
う
と
き
は
、
道
上
を
行
く
は
所

謂
南
無
阿
弥
陀
仏
に
身
を
も
た
れ
た
る
な
り
、
南
無
弥
阿
陀
仏
に
身
を
も
た
れ
た
る
も
の
、
何
ぞ
人
道
王
法
に
違
す
る
の
こ
と
あ

ら
ん
や
、
然
れ
ば
信
後
に
貪
瞑
等
あ
る
も
の
は
即
ち
農
商
等
の
事
業
を
指
す
に
非
ず
し
て
、
何
を
指
し
て
か
水
火
と
云
は
ん
」
（
同

七
三
二
頁
）
。
親
鸞
は
「
二
河
警
」
の
「
中
間
白
道
」
の
「
白
道
」
を
釈
成
し
て
「
本
願
一
実
之
直
道
、
大
般
涅
槃
無
上
之
大
道
也
」

（
二
の
六
七
）
と
し
、
「
横
大
菩
提
心
、
是
名
横
超
金
剛
心
」
（
二
の
六
九
）
と
示
し
て
い
る
。
円
月
は
こ
の
釈
文
に
注
目
し
て
い
う
。

「
臀
喩
に
就
く
と
き
は
水
火
二
河
と
白
道
と
、
其
体
別
な
れ
ど
も
、
法
義
に
就
い
て
法
徳
の
辺
を
論
ず
れ
は
、
侶
心
の
白
道
既
に

こ
れ
法
界
に
周
遍
す
、
貪
瞑
煩
悩
及
び
四
大
、

を
ひ
い
て
「
念
仏
三
昧
に
於
て
信
心
決
定
せ
ん
人
は
、
身
も
南
無
阿
弥
陀
仏
、
心
も
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
と
お
も
う
べ
き
な
り
（
中

か
ら
演
繹
す
る
。

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

五
陰
、
登
に
法
界
の
外
な
ら
ん
や
」
（
同
七
三
三
頁
）
と
。
次
に
『
安
心
決
定
紗
』

と
円
月
は
念
仏
者
の
倫
理
性
に
つ
い
て
ま
で
敷
演
す
る
。
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ま
づ

(2) 
る
所
説
を
展
開
し
て
い
る
か
を
略
観
し
て
ゆ
き
た
い
。

以
上
、
円
月
に
お
け
る

略
）
。
こ
こ
ろ
を
刹
那
に
ち
り
は
て
み
る
と
も
弥
陀
の
願
行
の
遍
ぜ
ぬ
所
な
け
れ
ば
、
機
法
一
体
に
し
て
心
も
南
無
阿
弥
陀
仏
な

り
」
（
七
三
三
頁
）
と
の
文
意
と
同
意
で
あ
る
こ
と
を
南
無
阿
弥
陀
仏
に
貪
瞑
煩
悩
が
融
ぜ
ら
れ
る
と
い
っ
て
い
る
。
円
月
の
煩

悩
論
の
帰
結
と
し
て
最
後
に
次
の
言
葉
を
掲
げ
て
お
き
た
い
。

に
つ
い
て
い
か
な

貪
隕
煩
悩
既
に
南
無
阿
弥
陀
仏
に
融
ぜ
ら
れ
て
、
悪
趣
の
因
消
滅
し
己
る
が
故
に
信
後
に
起
る
所
の
貪
瞑
等
は
悪
趣
に
堕
す

る
用
な
き
も
の
な
り
、
是
を
以
て
貪
眼
の
あ
り
姿
の
ま
ま
即
正
定
緊
の
機
な
り
、
往
生
浄
土
の
相
た
り
（
中
略
）
。

登
に
信
前
の
貪
隕
（
悪
趣
の
種
子
と
な
り
し
も
の
）
そ
の
ま
ま
に
し
て
往
生
す
と
云
う
べ
け
ん
や
（
同
七
三
三
頁
）

と
え
ば
「
身
口
七
支
、

「
煩
悩
論
」
を
簡
略
に
み
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
若
干
の
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た

五
逆
」
と
「
貪
瞳
煩
悩
」
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
疑
問
、
ま
た
人
倫
の
問
題
と
信
心
と
い
う
も
の
と

の
交
渉
に
つ
い
て
の
疑
問
等
が
あ
る
が
、

宣
布
院
覚
音
の
所
説

そ
れ
は
あ
と
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
次
に
覚
音
は
「
不
断
煩
悩
」

「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
の
語
を
『
正
信
偽
』
に
探
り
『
正
信
偲
大
意
』
に
よ
っ
て
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
い
ふ
は
、
「
煩

悩
具
足
せ
る
わ
れ
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り
と
し
る
べ
し
」
と
そ
の
義
を
述
べ
て
い
る
点
は
諸
師
と
簡
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
。
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⑤
 

④ ③ 

れ
ど
も
、
水
の
上
に
は
積
ら
ざ
り
け
り

弥
陀
法
は
聖
道
に
反
し
て
彼
土
得
生
な
る
が
故

②
 

①
 

次
に
問
い
を
設
け
て
い
う
。
「
若
し
然
る
と
き
は
煩
悩
あ
り
て
彼
土
に
生
ず
る
や
」
と
。
「
答
え
、
煩
悩
の
断
不
断
は
約
法
約
機
の

左
右
に
あ
り
て
然
り
」
と
。
も
し
、
法
に
約
し
て
い
え
ば
煩
悩
は
こ
と
ご
と
く
断
滅
し
て
証
果
を
得
、
機
に
約
す
場
合
は
、
自
力

の
功
を
以
て
は
一
憂
未
断
の
故
に
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
な
り
と
。
こ
の
所
説
は
多
く
の
学
哲
と
な
ん
ら
か
わ
り
は
な
い
と
い
え

つ
ぎ
に
覚
音
は
、
獲
信
の
一
念
に
お
い
て
煩
悩
悪
業
残
る
と
こ
ろ
な
く
断
滅
す
と
い
い
な
が
ら
、
信
後
命
終
ま
で
三
毒
煩
悩
が

起
る
の
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
、

の
設
問
を
試
み
て
、

や
や
独
自
な
所
説
を
展
開
す
る
。
「
無
明
煩
悩
に
就
い
て
根
本
あ
り
枝

末
あ
り
、
信
の
一
念
に
は
其
根
本
の
無
明
を
断
ず
る
所
以
は
、
根
本
の
無
明
は
得
生
の
妨
害
と
な
る
を
以
て
断
ぜ
ざ
る
べ
か
ら

ず
、
然
る
に
枝
末
の
無
明
は
峯
も
障
凝
と
な
ら
ざ
る
を
以
て
の
故
に
臨
終
ま
で
起
る
も
の
な
り
、
所
謂
三
毒
の
煩
悩
は
棲
々
起
れ

ど
も
、
ま
こ
と
の
信
心
は
彼
等
に
障
へ
ら
れ
ず
、
顛
倒
の
妄
念
は
つ
ね
に
た
え
ざ
れ
ど
も
更
に
未
来
の
悪
報
を
ま
ね
か
ず
と
は
こ

の
意
を
い
へ
り
」
（
同
七
―
―
―
二
頁
）
と
、
煩
悩
を
「
根
本
煩
悩
」
と
「
枝
末
煩
悩
」
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
枝

末
の
煩
悩
は
断
滅
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
覚
音
は
こ
の
自
ら
の
問
い
に
対
し
て
次
の
五
点
に
絞
っ
て
示
し
て
い
る
。

得
生
の
障
凝
に
な
ら
ざ
る
が
故

機
体
滅
す
る
と
き
は
枝
末
の
無
明
煩
悩
も
随
っ
て
共
に
滅
す
る
が
故

妄
念
煩
悩
は
凡
夫
不
改
の
自
体
自
性
な
る
を
も
っ
て
改
転
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
故

信
徳
に
て
三
毒
の
煩
悩
起
る
都
度
々
々
忽
ち
消
滅
す
る
を
以
て
の
故
、
所
謂
俗
歌
に
「
降
り
く
だ
る
雪
に
か
は
り
は
な
け

よ、つ。 親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
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t

}

よ

.、_

性

不

改

性

改

転

不

可

能

蕎
麦
の
三
角
、
水
精
の
六
角
の
如
し
、
砕
い
て
も
蕎
は
―
―
一
角
、
水
精
は
六
角
な
り
、

「
此
れ
其
自
体
な
り

必

然

性

改

転

不

可

能

源
信
（
九
四
二
＼
一

0
一
七
）

の
三
義
が
あ
る
。
人
間
の
性
を
親
鸞
は
「
悪
性
さ
ら
に
や
め
が
た
し
、
心
は
蛇
蠍
の
ご
と
く
な
り
」
（
『
悲
歎
述
懐
和
讃
』
）
と
い
い
、

は
「
妄
念
は
も
と
よ
り
凡
夫
の
自
体
な
り
」
（
『
横
川
法
語
」
）
と
喝
破
し
た
。
他
方
、
蓮
如
が
「
無

始
己
来
つ
く
り
と
つ
く
る
悪
業
煩
悩
を
、
の
こ
る
所
も
な
く
願
力
不
思
議
を
も
っ
て
消
滅
し
た
ま
ふ
」
（
『
御
文
章
』
）

は
一
種
の
矛
盾
で
は
な
い
か
。
と
提
起
し
こ
れ
を
弁
証
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
衆
生
所
作
の
悪
業
煩
悩
な
る
も
の
は
積
習
性
に
し
て
改
転
す
」
る
も
の
で
あ
る
。
孔
子
が
「
習
い
性
と
な
る
」
と
い
う
よ
う

に
、
俗
的
に
い
え
は
「
癖
」
と
い
う
も
の
に
あ
た
る
。

積

習

性

改

転

可

能

こ
の
五
由
の
な
か
第
四
由

つ
ま
り
「
衆
生
所
作
の
悪
業
」
は
積
習
性
で
あ
っ
て
改
転
可
能
で
あ
る
。

「
妄
念
煩
悩
は
凡
夫
不
改
の
自
体
自
性
」

の
「
性
」

と
い
う
の

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
攻
を
試
み
る
。
「
性
」

煩
悩
」

と
を
二
元
的
な
も
の
と
し
て
分
判
し
て
い
る
と
い
う
疑
点
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

以
上
の
五
由
を
示
し
て
、

枝
末
煩
悩
を
断
滅
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
あ
か
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は

「
枝
未
煩
悩
」
と

「
根
本
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つ
い
で
な
が
ら
み
て
お
く
と
、
義
山
は
親
鸞
の

で
は
な
い
と
。
そ
れ
を
図
示
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

が
、
根
本
の
無
明
は
そ
の
程
度
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
根
本
の
無
明
」
（
疑
無
明
）

は
願
力
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
い

が
い
た
え
て
方
途
が
な
い
と
い
う
論
法
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
な
に
も
覚
音
自
身
の
所
説
で
は
な
く
、
覚
音
が
「
一
説
に
云

く
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
先
哲
を
承
け
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
又
一
義
に
云
く
」
と
い
っ
て
「
悪
業
煩
悩
」
に
も
積
習

性
と
不
改
性
の
二
義
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
「
積
習
性
は
改
転
す
れ
ど
も
不
改
性
は
改
転
せ
ず
、
三
毒
の
煩
悩
は
自
体
の
性

な
る
を
以
て
消
滅
す
る
こ
と
能
は
ず
、
唯
往
生
の
障
と
な
る
所
の
自
力
疑
心
を
捨
て
し
め
給
ふ
を
消
滅
す
と
の
た
ま
ふ
、
其
疑
心

た
る
や
是
乃
ち
根
本
の
疑
無
明
心
な
り
と
」
（
同
七
三
四
頁
）
o

I

―
-
毒
煩
悩
は
不
改
性
（
自
体
）

往
生
の
障
擬
で
あ
る
「
自
力
疑
心
」
（
根
本
の
疑
無
明
）
を
捨
て
し
め
る

で
あ
っ
て
消
滅
し
な
い
。
し
か
し

「
又
一
義
に
云
く
」
、
「
無
始
己
来
所
作
の
悪
業
煩
悩
を
残
る
と
こ
ろ
な
く
断
滅
す
」
る
と
あ
る
の
は
「
密
断
」
で
あ
っ
て
「
顕
断
」

顕
断
~
カ
の
疑
心
（
元
根
の
疑
無
明
の
断
滅
）

煩
悩
の
断
滅

／
断
法
徳
円
融
の
理
（
「
一
如
法
界
真
身
顕
」
「
寂
滅
無
為
の
一
理
を
ひ
そ
か
に
証
る
」
等
の
文
意
）

以
上
が
宣
布
院
覚
音
の
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
義
に
関
す
る
略
説
で
あ
る
。

『
正
信
念
仏
偶
』
に
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
あ
っ
て
、
「
分
」

る
と
し
て
い
る
。

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（
三
）

の
文
字
が
な

（
願
力
の
力
用
）
こ
と
を
「
消
滅
」
す
と
い
う
の
で
あ
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（
三
）

こ
れ
を
指
し
て
往
生
に
お
け
る

い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
と
問
い
か
け
て
い
る
。
「
或
が
云
く
、
偶
句
窄
き
が
故
と
、
分
謂
く
、
高
祖
常
に
略
門
に
拠
る
、
今
亦
其

意
な
ら
ん
か
」
と
。

つ
い
で
「
銘
文
』

の
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
と
い
ふ
は
、
煩
悩
具
足
せ
る
わ
れ
ら
無
上
大
涅
槃
に
い
た
る
な
り

と
し
る
べ
し
」
（
二
の
五
七
五
）
を
引
い
て
「
語
勢
察
す
べ
き
な
り
」
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
「
正
信
偶
」
に
「
分
」
の
字
を

欠
い
て
い
る
と
い
う
点
は
、
そ
れ
が
親
鸞
に
お
い
て
意
識
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
考
え
る
に
価
す
る
こ
と
が
ら
で
あ

ろ
う
（
お
そ
ら
く
は
語
数
の
整
合
性
の
う
え
か
ら
「
分
」
を
省
略
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
）
。
「
或
が
云
く
、

聖
道
の
断
惑
は
轟
よ
り
細
に
至
る
、
浄
土
門
は
初
に
細
を
断
ず
れ
ば

亡
ぶ
、
根
を
赦
り
し
草
の
如
し
、
『
偶
』
に
云
ふ
「
己
能
雖
破
無
明
闇
」
等
は
此
謂
な
り
と
」
（
同
七
三
六
頁
）
「
答
、
恐
ら
く
は

未
焉
な
ら
ん
か
、
既
に
界
外
の
惑
を
断
ず
れ
は
、
今
日
の
凡
夫
何
ぞ
真
如
法
性
の
理
を
照
見
せ
ざ
る
、
況
ん
や
細
惑
既
に
滅
尽
し

て
轟
惑
猶
ほ
存
す
と
は
、
通
途
法
相
の
許
さ
ざ
る
所
な
る
の
み
な
ら
ず
、
理
然
る
こ
と
を
得
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
雖
破
無
明
闇
と

は
疑
惑
の
こ
と
な
る
の
み
」
（
同
）
と
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
も
し
界
外
の
惑
を
断
ず
る
な
ら
、
な
ぜ
真
如
法
性
の
理
を
証
す
る

こ
と
が
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
細
惑
を
滅
尽
し
た
の
ち
に
な
お
轟
惑
が
存
す
る
と
し
た
な
ら
、
仏
教
通
途
の
立
場
か
ら
い
っ
て

も
首
肯
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
雖
破
無
明
闇
」
と
は
「
疑
惑
」
の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
。

つ
づ
い
て
「
三
世
の
業
障
一
時
に
消
滅
す
」
の
文
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
業
に
因
ん
で
義
山
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
展
開
す
る
。

「
業
繋
」
に
「
業
種
」
と
「
業
用
」
の
二
種
が
あ
る
。

い
か
に
業
用
を
滅
し
て
浄
土
に
生
ず
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
業
種
が
あ
れ

ば
、
そ
の
よ
う
な
浄
土
は
「
方
便
化
土
」
で
あ
っ
て
「
真
実
報
土
」
で
は
な
い
。
「
真
実
報
土
」
は
業
種
猶
存
の
者
は
入
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
逆
に
、
「
滅
罪
法
」
を
聞
い
て
定
慧
力
が
之
（
悪
業
）
を
断
ず
れ
ば
、
決
し
て
三
界
有
漏
の
果
を
索
く
こ
と
は
な
い
、

「
畢
党
」
と
い
う
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
他
の
諸
師
の
よ
う
に
「
三
世
の
業
障
一
時
に
消
滅

（
一
念
帰
命
は
界
外
の
惑
を
断
ず
）
、
巖
惑
は
後
時
に
自
ら
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「
郷
向
に
密
益
廃
相
と
云
う
も
の
未
だ
詳
か
な
ら
ず
」
と
義
山
自
ら
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ま
ず
「
密
益
と
顕
相
」
と
は
い
か
な
る

も
の
を
指
し
て
い
う
の
か
と
問
い
か
け
て
い
る
。
「
従
令
麒
相
に
十
悪
等
あ
る
も
、
既
に
悪
趣
の
果
を
引
く
の
用
を
滅
す
る
は
猶

挿
瓶
の
梅
の
結
実
す
る
な
き
が
如
く
然
り
、
何
ぞ
罪
は
尽
き
ざ
る
な
り
と
云
ふ
こ
と
を
得
ん
や
」
。
こ
こ
で
は
「
滅
罪
」
を
以
て

顕
益
と
し
て
い
る
が
、
実
は
是
れ
は
「
密
益
」
で
あ
る
。
も
し
「
顕
益
」

に
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
り
に
こ
の
喩
が
「
悪
趣
に
堕
す
る
用
を
滅
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
「
転
悪
成
善
」

と
同
じ
く
「
密
益
」
で
あ
る
。
密
益
で
あ
る
な
ら
、
な
ん
で
但
「
根
」

枝
葉
も
ま
た
存
し
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
「
顕
相
」
に
約
し
て
い
え
ば
、
枝
葉
の
三
毒
ど
こ
ろ
か
、
根
本
無
明
は

伏
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

相
で
あ
る
。
「
〈
顕
密
〉
を
混
濫
す
る
も
の
法
喩
並
び
に
詮
顕
な
し
、
須
ら
く
顕
密
の
分
斉
を
料
簡
し
て
法
門
を
談
ず
べ
し
」
（
同

七
三
六
貢
）
と
は
け
だ
し
適
切
な
言
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
か
さ
ね
て
義
山
は
い
う
。
「
順
誓
の
所
問
之
を
混
濫
す
る
が
故
に
、

①
密
益
・
顕
相
に
つ
い
て

か
の
瓶
梅
の
喩
を
用
い
る
の
は
、
「
戟
根
」
は
「
密
益
」

約
法
の
釈
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

に
よ
り
の
証
左
で
あ
る
。
と
鋭
い
指
摘
を
す
る
。
ま
た

す
」
と
い
う
常
談
と
、
「
罪
は
つ
き
ざ
る
な
り
」

謬
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

と
の
立
場
の
相
違
で
あ
る
と
い
う
。
『
聞
書
』

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（

の
相
違
に
つ
い
て
言
う
。
切
言
す
れ
ば
、
両
者
の
相
違
は
「
密
益
」
と
「
顕
相
」

の
文
を
或
る
者
が
「
機
の
不
断
」
に
約
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
意
に
対
す
る
誤

『
銘
文
』
に
「
罪
は
つ
き
ざ
る
な
り
」
と
あ
り
、
「
断
ぜ
ざ
る
な
り
」
と
は
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
な

『
正
信
偽
大
意
』
『
真
要
紗
』
等
の
「
不
断
煩
悩
」
を
釈
す
る
文
、
約
機

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
梅
の
根
を
載
る
と
い
う
喩
は
な

の
み
を
戟
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
根
」
と
同
時
に

で
あ
り
、
「
華
枝
」
は
顕
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（
三
）

中
興
師
の
諭
し
給
ふ
の
言
中
、
そ
の
分
斉
を
料
簡
し
て
、
〈
順
誓
は
は
や
証
り
て
罪
は
な
き
か
や
〉
と
は
顕
相
を
示
し
〈
罪
は
さ

は
り
と
も
な
ら
ず
、
さ
れ
ば
な
き
分
な
り
〉
と
は
転
悪
成
善
の
密
益
を
示
し
給
う
も
の
な
り
」
（
同
七
三
六
）
と
指
摘
す
る
。

或
る
書
（
円
月
の
「
宗
要
百
論
題
」
）
に
は
、
信
後
の
貪
眼
は
悪
趣
に
堕
す
る
用
を
滅
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
信
前
の
そ
れ

（
堕
獄
の
因
）
と
平
等
視
し
て
は
い
け
な
い
と
あ
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
と
義
山
は
問
い
「
性
得
の
機
」
お
よ
び
「
受
法
の
機
」

の
別
か
ら
論
孜
す
る
。
獲
信
行
者
の
得
益
の
側
か
ら
い
え
ば
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
が
性
得
の
機
、
す
な
わ
ち
信
機
の
「
機
」

の
側
に
つ
い
て
い
え
ば
「
罪
人
悪
人
堕
獄
の
人
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
動
か
せ
な
い
。
義
山
は
「
一
辺
に
執
ず
べ
か
ら
ず
」

と
い
っ
て
「
性
得
の
機
」
と
「
受
法
の
機
」
の
分
別
の
う
え
に
問
題
を
把
握
す
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。

さ
ら
に
同
書
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
に
身
を
も
た
れ
た
る
も
の
、
何
ぞ
人
道
王
法
に
違
す
る
こ
と
あ
ら
ん
、
信
後
に
貪
瞑
あ
り

と
云
ふ
は
即
ち
農
商
等
の
事
業
を
指
す
の
み
」
（
前
掲
）
と
あ
る
が
、
は
た
し
て
「
此
義
本
宗
一
定
の
説
と
す
べ
き
や
」
と
問
い

か
け
「
此
れ
亦
遍
執
せ
ば
恐
ら
く
惑
を
生
ず
べ
し
、
と
し
て
い
る
。
そ
の
証
左
と
し
て

先
と
せ
よ
」
と
い
う
の
は
「
信
前
信
後
に
通
じ
て
本
宗
の
掟
を
示
し
給
ふ
も
の
に
し
て
、
即
ち
勧
誡
な
り
、
獲
信
行
者
の
信
徳
必

ず
自
然
に
此
の
如
く
な
り
と
談
じ
給
ふ
文
に
非
ず
、
但
し
信
徳
自
然
廃
悪
修
善
す
る
こ
と
な
き
に
は
非
ざ
る
べ
し
と
雖
も
、
其
信

徳
の
顕
現
何
ぞ
唯
王
法
人
道
の
み
な
ら
ん
や
、
出
世
仏
法
に
の
み
談
ず
る
勧
善
懲
悪
の
義
に
少
分
契
当
す
る
こ
と
も
あ
る
べ
き
な

り
、
亦
獲
信
行
者
た
り
と
も
王
法
を
ば
必
ず
し
も
守
る
と
も
定
め
難
か
ら
ん
、
若
し
一
概
に
之
を
必
ず
守
る
べ
し
と
云
は
ば
、
違

警
罪
の
軽
々
た
る
箇
条
に
至
る
ま
で
僻
地
の
愚
翁
鈍
饂
も
悉
く
之
に
違
は
ざ
る
こ
と
を
得
る
と
す
る
や
」
（
同
七
三
五
頁
）
と
述

②
信
後
の
貪
眼
は
堕
獄
の
罪
か
否
か

『
御
文
章
』

の
「
王
法
を
本
と
し
仁
義
を
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な
ど
の
諸
文
を
あ
げ
て
出
拠
と
し
て
い
る
。

例
に
よ
っ
て
「
不
断
煩
悩
」

(3) 

『
大
論
』

の
出
拠
を
求
め
る
と
、
鮮
妙
は
『
論
註
』
を
引
き
、
そ
の
淵
源
を
『
維
摩
経
』
「
弟
子
品
」
に
求

べ
、
次
の
よ
う
に
帰
結
し
て
い
る
。
信
心
獲
得
の
行
者
の
側
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
廃
悪
修
善
」
は
必
然
的
に
心
が
け
る
も
の
で

あ
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
『
口
伝
紗
』
等
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
宿
業
」
に
よ
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
が
あ
る
か
、
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
住
上
人
（
蓮
如
）

の
消
息
に
「
身
の
行
を
顧
て
信
の
得
不
を
語
る
べ
か
ら
ず
」
と
誡
め
ら
れ
る
の
は
妥

（
同
七
三
五
頁
、
取
意
）
。

以
上
義
山
の
所
説
を
簡
略
に
み
た
が
、
さ
き
の
円
月
の
所
説
を
意
識
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
義

山
は
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
円
月
の
不
備
を
鋭
く
衝
い
て
い
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
円
月
の
不
備
は
、
伝
統
的
真
宗
教
学
が
内

在
す
る
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

専
精
院
鮮
妙
の
所
説

め
て
い
る
。
さ
ら
に
羅
什
等
を
ひ
い
て
い
る
。
ま
た
「
涅
槃
分
」
に
つ
い
て

の
「
仏
言
、
是
諸
功
徳
者
趣
涅
槃
分
、
若

観
諸
法
無
常
、
是
為
真
涅
槃
道
」
を
引
き
、
『
正
信
侶
』
『
銘
文
』
『
六
要
紗
』
『
真
要
紗
』
『
正
伯
偽
大
意
』
『
宝
章
』
『
御
一
代
聞
書
』
．

つ
ぎ
に
鮮
妙
は
義
相
を
論
じ
大
き
く
二
種
に
分
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
図
示
す
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
。

当
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
と

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（

す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

乃
至
二
分
是
末
円
義
乃
至
三
分
無
凝
故
得
分
而
得
円
」
を

つ
ぎ
に
諸
文
を
解
釈
し
て
『
論
註
』
は
国
徳
に
紛
し
て
談
ず
る
こ
と
を
、
「
衆
生
自
己
の
力
用
を
以
て
煩
悩
を
断
じ
涅
槃
を
得

る
に
あ
ら
ず
、
国
土
自
然
の
功
徳
を
も
っ
て
煩
悩
を
断
じ
涅
槃
を
証
せ
し
む
、
故
に
衆
生
よ
り
し
て
は
不
断
煩
悩
、
国
徳
よ
り
し

て
は
得
涅
槃
、
互
顕
し
て
断
証
全
く
清
浄
国
徳
の
然
ら
し
む
る
の
義
を
顕
す
」
（
同
七
三
八
頁
）
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
涅
槃
分
」

の
「
分
」
に
つ
い
て
は
「
広
門
差
別
に
依
れ
ば
、
清
浄
功
徳
と
は
浄
入
願
心
章
に
所
謂
二
浄
に
し
て
〈
得
涅
槃
分
〉
は
正
定
緊
な
り
、

五
果
門
の
中
、
近
大
二
門
の
位
に
居
す
る
が
故
に
分
と
云
ふ
」
（
同
七
三
八
頁
）
と
し
て
こ
れ
を
現
益
と
す
る
。
『
正
信
侶
大
意
』
『
宝

章
』
等
は
み
な
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
分
」
は
因
の
義
で
あ
る
と
し
て
、
他
師
と
同
様
『
探
玄
記
』

不
断
煩
悩
（
断
・
不
断
）

機

上

の

顕

相

一

嘔

未

断

惑

ロ
法
徳
の
密
益
―
―
一
世
業
障
断
滅

顕
密
相
対

生
仏
相
望
／
約約

仏
—
ー
ー
顕
益
密
益
全
分
消
滅
（
横
超
断
）

の
釈
「
一
分
是
因
義

引
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
鮮
妙
の
い
う
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
図
示

衆

生

疑

惑

無

明

未

断

除
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と
述
べ
て
い
る
。

此
土
の
密
益
正
定
緊
に
依
る
仏
力
横
超
断
（
『
正
信
侶
大
意
』
『
御
文
章
』
等
も
同
じ
）

こ
の
う
ち
③
と
c
は
「
分
の
字
を
安
ん
ず
る
意
」
で
あ
り
、
「
分
」
の
字
が
な
い
の
は
七
言
の
旬
数
を
調
整
せ
ん
が
た
め
で
あ
る

最
後
に
鮮
妙
は
い
く
つ
か
の
問
答
を
設
け
て
「
煩
悩
」
の
「
断
・
不
断
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。

(C) (B) 

彼
土
の
初
生
分
益
正
定
諏
丞
1

国
徳
自
然
断
（
『
六
要
紗
』

の
意
も
同
じ
）

(A) 
涅
槃
」
を
示
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
鮮
妙
は
『
正
信
悩
』
に
つ
い
て
次
の
一
二
義
に
約
し
て
い
る
。

現

涅
槃
分
（
広
門
差
別
）
ヅ
益
（
初
生
）
天
円
の
義

口

略

不

二

門

分

円

無

擬

の

義

一
方
、
「
略
門
平
等
に
依
れ
ば
清
浄
功
徳
と
は
即
ち
一
法
旬
に
し
て
、

謂
清
浄
旬
、
清
浄
旬
者
謂
真
実
智
慧
無
為
法
身
故
〉
と
の
給
ふ
、
此
と
き
は
分
満
に
し
て
分
位
、
分
斉
の
義
、
涅
槃
即
分
な
り
」

（
同
七
三
八
頁
）
と
し
て
い
る
。
他
方
、
『
唯
識
枢
要
』

分
」
と
あ
る
の
は
当
体
に
約
し
「
涅
槃
の
妙
果
」
を
さ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
親
鸞
に
と
っ
て
は
ど

う
か
。
「
証
巻
」
（
二
の
一

0
五
）
「
真
仏
土
巻
」
（
二
の
一
三
三
）
に
引
文
さ
れ
て
い
る
も
の
は
「
略
門
平
等
」

彼
土
の
極
東
初
生
速
極
証
大
涅
槃
に
約
す
ー
|
—
国
徳
自
然
断
（
「
銘
文
』

の
自
釈
も
同
じ
）

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

益

因

の

義の
「
満
分
清
浄
者
」
の
「
満
を
以
て
分
」
と
し
『
十
地
論
』

の
「
因
分
果

の
証
果
、
「
無
上

一
法
旬
と
は
涅
槃
清
浄
な
り
、
こ
れ
を
〈
入
一
法
旬
者
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（

①
「
論
註
」
の
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
と
『
維
摩
経
j

の
「
不
断
煩
悩
入
涅
槃
」
と
は
同
じ
で
あ
る
か
否
か

④
、
『
維
摩
経
』
「
入
不
二
法
」
に
於
て
「
煩
悩
即
菩
提
」
と
談
じ
「
煩
悩
の
外
に
菩
提
を
見
ず
、
此
は
是
れ
仏
智
の
所
照
を

談
ず
る
の
み
」

C
、
「
煩
悩
断
尽
而
不
断
煩
悩
」

B
、
此
土
現
益

②
「
論
註
」
の
不
断
と
「
真
要
紗
」
、
『
宝
章
」
等
の
不
断
の
同
別
に
つ
い
て

④
、
『
論
註
」
ー
|

A
、
国
徳
断

B
、
彼
土
当
益

@
、
『
真
要
紗
」
『
御
文
章
』

I
A、
横
超
断

③
「
不
断
煩
悩
」
と
「
不
除
疑
惑
」
に
関
し
て
、
彼
土
に
あ
っ
て
煩
悩
全
尽
す
る
が
、
機
よ
り
は
不
断
で
あ
る
と
い
う
。
で
あ

る
な
ら
、
疑
惑
を
消
除
す
る
の
も
、
機
よ
り
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
「
不
除
疑
惑
」
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ィ
信
を
反
顕
す
る
と
き
は
「
不
信
不
除
疑
」
と
は
い
わ
な
い
。
能
信
正
因
に
し
て
機
受
の
要
を
顕
す
も
の
で
あ
る
か
ら
。

ロ
金
剛
信
楽
の
益
と
す
る
は
、
信
徳
の
除
疑
で
あ
っ
て
機
よ
り
は
不
除
と
い
う
。

除

疑

口

＠
、
『
論
註
』
は
願
力
自
然
の
国
徳
に
約
す

C
、
「
顕
相
に
煩
悩
存
す
」
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⑥
一
念
滅
罪
に
つ
い
て

未
来
の
悪
報
を
招
く
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

縦
令
造
罪
あ
る
も
一

1

一
塗
の
種
子
に
は
非
ず
、

す
る
故
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
主
に
な
る
」
と
い
い

④
『
御
文
章
』

「
御
一
代
紀
聞
書
』
等
に
お
け
る
「
不
断
」

⑦

、

密

益

法

徳

の

側

断

絶

＠
、
機
上
の
側
不
断
絶
（
臨
終
ま
で
存
在
あ
れ
ど
も
な
き
分
な
り
）

他
力
往
生
と
い
っ
て
も
、
「
無
善
無
功
徳
」

徳
身
に
み
ち
み
ち
て
あ
る
か
ら
「
身
も
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
と
お
も
う
べ
き
な
り
」
（
『
安
心
決
定
紗
』
）
と
い
う
。
こ
の
お
も
う

と
は
姿
の
変
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
「
密
益
」

で
も
な
い
。
「
実
地
に
南
無
阿
弥
陀
仏
に
身
を
丸
め
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
「
お
も
う
べ
き
な
り
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
と

す
る
と
信
後
の
造
悪
に
つ
い
て
は
ど
う
な
る
の
か
。
鮮
妙
は
い
う
、
「
信
前
の
造
罪
は
必
ず
三
塗
の
果
を
牽
引
す
べ
し
、
信
後
は

一
乗
円
満
の
正
定
緊
の
機
と
な
り
た
る
上
は
、
縦
令
顛
倒
の
妄
念
は
つ
ね
に
た
へ
ざ

れ
ど
も
更
に
未
来
の
悪
報
を
招
か
ず
、
故
に
〈
つ
み
は
あ
れ
ど
も
な
き
分
な
り
〉
と
の
給
ふ
」
（
同
七
一
二
九
頁
）
。
要
は
、
信
前
の

造
罪
は
三
塗
に
堕
す
る
果
を
引
き
、
信
後
正
定
緊
の
機
に
お
け
る
造
罪
は
三
塗
に
堕
す
る
種
子
で
は
な
い
。
信
後
の
妄
念
と
て
、

⑤
「
横
超
断
」

の
相
に
つ
い
て

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

の
相
に
つ
い
て

の
往
生
で
は
な
い
。
阿
弥
陀
仏
因
中
に
願
行
を
円
修
し
て
、

そ
の
功
徳
を
我
物
と

「
身
も
こ
こ
ろ
も
南
無
阿
弥
陀
仏
な
り
」
と
示
す
。
如
来
廻
向
に
預
っ
た
功

で
あ
る
か
ら
、
姿
「
色
身
」
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

云
々
」
。
こ
れ
は
法
相
の
法
義
に
依
順
し
て
建
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
今
家
に
あ
っ
て
は
正
鵠
を
得
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
信

一
念
に
業
用
の
み
を
滅
し
な
い
と
い
え
ば
「
滅
罪
末
尽
」
の
失
に
堕
す
る
。
業
体
を
滅
す
れ
ば
、
業
相
も
消
滅
す
る
。
業
体
が
消

滅
し
な
け
れ
ば
「
業
用
」
も
亦
消
滅
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
業
用
」

で
あ
れ
ば
「
滅
罪
末
尽
」
と
い
う
難
に
堕
す
る
。
あ
る
い
は
、
実
相
の
存
す
る
の
は
果
縛
の
械
体
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、

「
法
蔵
因
中
の
断
惑
証
理
の
修
行
に
於
て
は
業
力
の
み
滅
す
る
」

「
法
徳
よ
り
し
て
機
上
に
彰
れ
次
第
に
業
相
は
滅
す
べ
し
、

⑦
業
相
の
一
念
断
滅
、
次
第
漸
滅
に
つ
い
て

た
「
生
花
」

の
「
花
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

根
を
赦
断
す
る
と
き
に
実
を
結
ぶ

「
大
小
、
軽
重
、
本
末
、
羅
細
、

一
惑
と
し
て
断
ぜ
ざ
る
は
な
し
、
故
に
〈
罪
障
こ
と
ご
と
く
滅
す
〉
と
も
〈
三
世
の
業
障
一

時
に
罪
消
ゆ
〉
と
も
釈
し
給
ふ
」
と
。

で
は
な
ぜ
信
後
に
罪
を
造
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
煩
悩
果
縛
の
稿
体
を
離
れ
る
こ

と
が
不
可
能
」
で
あ
る
か
ら
と
。
し
た
が
っ
て
、
信
後
に
お
い
て
も
「
業
相
」
は
消
滅
し
な
い
が
、
「
業
用
」
を
断
滅
す
る
か
ら
、

罪
業
の
果
を
牽
引
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
用
を
滅
し
た
罪
は
す
で
に
罪
で
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
「
罪
」
と
い

う
の
は
「
旧
名
」
に
す
ぎ
な
い
と
。
そ
し
て
―
つ
の
讐
喩
を
も
っ
て
信
後
の
造
悪
を
示
す
。
た
と
え
ば
生
花
の
花
は
、
根
を
裁
断

す
る
と
き
、
已
に
開
花
し
た
花
も
、
今
、
現
に
開
い
て
い
る
花
も
、
将
来
開
花
す
べ
き
花
も
、

る
己
前
に
変
り
は
な
い
。
が
、
過
現
未
の
不
同
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
い
づ
れ
も
が
「
結
実
」
し
な
い
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
、

（
結
実
）

そ
の
姿
に
お
い
て
は
根
を
裁
断
す

の
力
用
を
失
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
信
後
の
造
悪
も
ま
さ
に
、
根
を
戟
ら
れ

一
義
の
小
罪
も
余
す
こ
と
な
く
滅
す
る
も
の
は
臨
終
な
り
と

の
み
断
滅
し
て
「
業
相
」
を
存
立
す
る
と
い
う
こ
と

の
で
あ
ろ
う
か
。
聖
道
実
修
に
あ
っ
て
は
「
一
煩
悩
門
」
を
出
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「
一
涅
槃
門
」
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
業
用
」
の
み
滅
す
る
の
で
は
な
く
、
体
相
共
に
滅
す
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
「
其
法
体
所
修
の
断
証
の
徳
を
全
領
す
る
の
信
の
一
念
何
ぞ
業
用
の
み
と
い
ふ
や
」
で
あ
る
。
又
、
「
因
中
に
実
体
業

相
ま
で
断
滅
せ
ざ
れ
ば
、
何
ぞ
信
後
に
於
て
汝
が
説
の
如
く
漸
次
に
も
せ
よ
業
相
の
滅
す
べ
き
な
し
、
既
に
法
体
よ
り
漸
次
に
滅

す
る
と
云
ふ
、
然
ら
ば
名
号
に
業
相
ま
で
滅
し
た
功
徳
円
満
し
給
へ
る
も
の
な
る
べ
し
」
と
。

ま
た
、
も
し
業
相
次
第
に
消
滅
す
る
と
し
た
な
ら
「
一
念
滅
罪
」
の
義
に
違
背
し
、
「
多
念
滅
罪
」
の
失
に
堕
す
る
。
も
し
信

一
念
に
実
用
を
滅
し
、
臨
終
一
念
に
業
相
消
滅
す
る
と
し
た
な
ら
「
業
用
業
相
二
度
滅
罪
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

業相二不
非
福
業
（
言
ふ
ま
じ
き
こ
と
を
言
ひ
、
思
う
ま
じ
き
こ
と
を
思
ひ
等
）

滅
i
~

有
漏
の
善

と
分
別
し
て
、
非
福
業
は
己
に
滅
し
、

五
戒
十
善
の
勝
義
福
業
は
減
ず
べ
か
ら
ず
（
又
非
福
業
の
中
に
も
滅
・
不
滅
と
の
二
途
あ

り
や
）
。
が
、
非
福
業
は
必
ら
ず
滅
す
る
と
い
え
ば
、
聖
教
に
違
背
す
る
文
証
が
い
く
つ
か
あ
る
。
た
と
え
ば

『
末
灯
紗
』
（
二
の

六
九

0
)
な
ど
。
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
信
後
の
造
悪
を
「
罪
」
と
よ
ぶ
の
は
、
「
旧
名
」
に
す
ぎ
ず
、
当
体
得
名
に
非
ず
、

と
い
う
が
こ
れ
は
「
聖
教
の
所
判
に
於
て
見
え
」
な
い
。
む
し
ろ
「
旧
名
」
な
ど
と
い
う
か
ら
難
渋
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
法

徳
機
相
二
途
の
所
談
並
べ
行
は
れ
て
相
戻
ら
ざ
る
妙
旨
に
闇
き
が
故
」
に
陥
い
る
控
路
で
あ
る
。
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
「
―
一
種
深

信
」
に
突
当
さ
せ
て
「
信
機
無
相
続
の
失
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
音
に
信
機
相
続
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
初
帰
の
一
念
と
い

で
て

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

で
あ
る
が
、
要
は
事
理
の
二
惑
に
あ
る
。

顛
破
な

え
ど
も
無
善
な
が
ら
往
生
に
あ
ら
ず
、
功
徳
の
主
と
し
て
助
け
給
え
ば
、
初
帰
に
在
り
て
信
機
を
無
み
す
る
と
い
は
ざ
る
べ
か
ら

つ
ぎ
に
問
答
を
設
け
て
い
う
「
又
一
義
に
云
く
『
偶
』
に
〈
不
断
煩
悩
〉
と
云
ひ
、
又
〈
破
無
明
〉
と
云
ふ
、
不
断
に
し
て
而

も
得
る
と
せ
ば
、
何
ぞ
惑
を
破
す
る
こ
と
を
用
ひ
ん
、
若
し
実
に
能
く
破
す
る
と
き
は
不
断
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
、
又
無
明
を
破
す

と
云
う
て
、
又
次
に
貪
愛
常
に
覆
ふ
と
云
ふ
は
矛
盾
す
る
に
似
た
り
」
（
同
七
四
一
頁
）
と
提
起
し
て
い
る
。
が
、
「
煩
悩
無
量
」

理
惑
|
|
生
前
死
後
界
外
涅
槃
の
理
に
迷
う
が
故
（
只
心
縁
智
契
の
境
）

事
惑
世
財
男
女
違
順
の
縁
、
色
声
香
味
好
悪
等
の
境
に
迷
う
が
故
（
日
用
目
前
の
見
事
）

と
事
理
二
惑
を
分
別
し
て
「
不
断
煩
悩
」
「
貪
愛
瞑
憎
常
覆
」
と
も
に
事
惑
で
あ
る
と
し
、
「
破
無
明
」
は
理
惑
で
あ
る
と
し
て
い

る
。
こ
の
一
義
は
、
実
は
天
台
所
説
の
「
事
理
二
惑
」
に
即
し
て
の
べ
る
も
の
で
あ
り
、
惑
に
界
内
界
外
を
分
っ
て
、
理
事
二
惑

に
配
す
る
釈
意
は
今
家
に
は
例
を
み
な
い
、
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

又
疑
惑
を
界
外
の
無
明
と
合
し
理
惑
と
せ
ば
、
本
願
疑
惑
即
界
外
の
無
明
な
ら
ば
、
界
外
の
惑
を
断
ず
る
が
即
ち
信
心
な
り

と
い
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
又
理
惑
は
顛
破
な
り
や
密
破
な
り
や
、
既
に
信
心
と
す
れ
ば
顛
破
と
云
ふ
べ
し
、
既
に

れ
ば
真
如
を
知
見
す
と
い
ふ
べ
き
や
、
若
し
密
破
と
せ
ば
信
心
は
顛
徳
に
あ
ら
ず
や
、
ま
た
初
起
の
断
惑
は
理
惑
に
局
り
て

ず
、
故
に
此
説
は
取
る
べ
か
ら
ず
」
（
同
七
四
一
頁
）
。
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と
具
体
的
に
そ
の
理
由
を
示
し
て
、
真
宗
の
本
意
に
は
契
当
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で

こ
の
点
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
今
、

そ
れ
を
要
約
す
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
初
起
の
一
念
に
三
世
の
業
障
滅
す
る
と
い
う
の
は
、

『
正
信
侶
』

等
の
語
は
み
な
こ
れ
に
属
す
る
。
他
方
、
機
の
側
に
約
し
て
い
え
ば
「
一
奄
未
断
惑
」
は
動
か
な
い
。
「
貪
愛
隕
憎
之
雲
霧
、
常

覆
真
実
信
心
天
」
の
境
位
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
智
を
疑
う
障
は
己
に
消
滅
し
て
い
る
の
で
「
雲
霧
之
下
明
無
闇
」
と
い
う
の
は
「
顕

益
」
で
あ
る
。
こ
の
「
疑
」
を
断
ず
る
「
顕
益
」
よ
り
、
「
破
無
明
」
の
「
密
益
」
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
破

無
明
」
が
機
相
に
顕
現
す
る
の
は
臨
終
一
念
の
夕
、

そ
の
と
き
で
あ
る
。
翻
っ
て
、

一
切
種
智
を
得
る
の
を
解
脱
道
と
い
う
。
等
覚
金
剛
心
の
終
に
元
品
の

無
明
を
断
じ
て
仏
果
を
証
す
る
そ
の
一
念
が
無
間
道
に
達
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無
明
を
断
ず
る
の
は
等
覚
の
終
、
妙
覚
の
始
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
も
等
覚
智
断
と
妙
覚
智
断
の
二
種
が
あ
る
。
天
台
の
正
義
は
等
覚
智
断
に
在
る
。
も
と
よ
り
、
無
明
を
断
ず
る

と
い
う
問
は
因
位
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
根
本
無
明
を
断
ず
る
と
云
う
こ
と
は
、
等
覚
以
下
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
等
覚
位
に

あ
っ
て
、
無
間
道
の
智
に
よ
っ
て
根
本
無
明
を
断
ず
る
と
い
う
。
断
ず
べ
き
も
の
が
す
で
に
尽
き
た
所
が
妙
覚
果
満
の
仏
果
の
智

で
あ
る
。
こ
の
所
説
は
天
台
の
み
で
は
な
く
、
華
厳
も
「
等
覚
断
」
を
と
る
。

さ
て
、
わ
が
真
宗
に
あ
っ
て
は
ど
う
か
。
祖
釈
を
考
え
る
と
、
「
等
覚
智
断
」

天
台
で
は
無
間
道
、
解
脱
道
と
二
道
を
た
て

の
説
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
浄
土
に
往
生
す
る

の
は
「
煩
悩
菩
提
体
無
二
」
と
証
る
。
し
か
し
、
仏
辺
に
約
し
て
も
信
の
一
念
で
は
涅
槃
解
脱
を
う
る
こ
と
は
な
い
。
三
世
の
業

る。

一
切
煩
悩
を
断
じ
尽
く
す
と
き
を
無
間
道
と
い
い
、

密
益
で
あ
り
、
法
徳
の
側
に
約
す
。
た
と
え
ば

の
「
己
能
雖
破
無
明
闇
」
、
『
文
類
緊
紗
』

の
「
能
破
無
明
大
夜
闇
」

事
惑
に
及
ば
ざ
れ
ば
未
尽
の
難
を
免
れ
ず
（
同
七
四
一
頁
）

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

『
蹄
溶
記
』

の
意
に
よ
っ
て
、
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（

か
ら
ざ
る
所
は
同
ず
べ
か
ら
ず
、
沈
思
す
べ
し
（
同
七
四
二
頁
）

断
惑
、
次
の
一
念
は
仏
果
を
証
る
」
。

さ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
真
宗
は
ど
う
か
。
信
の
一
念
に
命
終
す
れ
ば
、
次
の
一
念
は
涅
槃
の
証
に
し
て
前
念
命
終
後
念
即
生

と
い
う
。
ま
た
、
信
の
一
念
に
煩
悩
具
足
と
信
知
す
る
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
無
間
道
の
よ
う
に
罪
を
消
滅
し
て
本
願
力
に
乗
ず
る
、

機
身
未
だ
滅
尽
す
る
こ
と
が
な
く
、
其
無
間
道
が
相
続
し
て
い
く
、
命
尽
き
ぬ
れ
ば
法
性
常
楽
の
解
脱
道
に
至
る
。
「
必
至
無
上

浄
信
暁
と
は
是
れ
信
の
一
念
」
「
一
如
法
界
真
身
顕
と
は
是
れ
往
生
し
て
仏
果
を
証
る
」
こ
と
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
「
初
一
念
が

命
延
び
ゆ
い
て
念
々
相
続
す
る
故
に
二
念
三
念
等
は
未
だ
解
脱
道
に
至
ら
ず
、
己
に
無
間
道
を
得
る
、
此
無
間
道
が
相
続
す

る
相
な
る
ゆ
え
に
、
罪
は
滅
し
た
れ
ど
も
証
は
来
ら
ず
、
故
に
一
益
法
門
に
非
ず
、
華
天
等
に
同
ず
べ
き
は
同
じ
、
同
ず
べ

以
上
、
煩
を
い
と
わ
ず
に
円
月
、
覚
音
、
義
山
、
鮮
妙
の
四
師
に
つ
い
て
「
不
断
煩
悩
」
義
を
略
観
し
た
。
そ
れ
な
り
の
注
意
は
払
っ

の
因
智
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
鮮
妙
は
指
摘
す
る
。

障
が
一
時
に
消
滅
す
る
の
は
「
法
徳
名
号
衆
生
往
生
の
業
因
」
の
動
き
で
あ
っ
て
、

一
方
、
天
台
の
方
で
は
無
間
道
の
所
が

い
わ
ゆ
る
等
覚
智
断
の
ご
と
き
で
あ
る
。
臨

終
の
夕
、
無
上
覚
位
を
う
る
の
は
解
脱
道
で
あ
る
。
機
の
上
か
ら
い
え
ば
臨
終
ま
で
無
明
煩
悩
が
み
ち
み
ち
て
煩
悩
を
断
ず
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
。
他
方
、
密
徳
が
あ
る
の
で
「
罪
は
あ
れ
ど
も
な
き
分
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
惑
を
断
ず
る
」
こ
と
は

因
に
約
し
て
現
益
と
し
、
「
開
悟
」
は
果
に
約
し
て
当
益
と
し
、
必
ず
西
方
に
期
す
る
。

解
脱
道
で
あ
り
、
無
明
尽
き
た
と
こ
ろ
が
仏
果
の
智
慧
を
得
る
時
で
あ
る
。
能
所
断
証
一
時
と
い
っ
て
も
、
断
惑
は
無
間
道
等
覚
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⑤ ④ 

信
前
の
「
煩
悩
」
と
信
後
の
「
煩
悩
」

の
相
違
に
つ
い
て
。

③
 

②
 

て
き
た
つ
も
り
で
は
あ
る
が
、
な
に
ぶ
ん
管
見
の
域
を
い
で
ず
、
諸
師
の
意
を
歪
曲
し
て
い
な
い
か
と
恐
れ
る
。
以
下
、
次
節
に

第
一
節
で
も
若
干
述
べ
た
よ
う
に
、
親
鸞
の
志
向
し
た
、
救
済
は
「
身
口
意
の
み
だ
れ
ご
こ
ろ
を
つ
く
ろ
い
、

し
て
」
覚
証
す
る
「
断
惑
証
理
」
と
質
を
異
に
す
る
、
「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」

あ
る
か
ぎ
り
「
惑
」
を
持
し
た
ま
ま
覚
証
す
る
と
い
う
道
は
あ
り
え
な
い
。
言
葉
の
通
り
、
「
惑
」
を
内
在
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、

「
証
果
」
で
は
な
い
。
そ
こ
で
親
鸞
の
志
向
し
た
「
不
断
煩
悩
」
義
に
対
す
る
教
学
的
営
為
が
わ
が
真
宗
の
幾
百
年
の
歴
史
の
中

で
く
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
蓋
し
当
然
で
あ
る
。
そ
の
一
端
は
前
節
で
も
知
る
こ
と
が
で
き
た
と
お
も
う
。
そ
こ
で
親
鸞
の
志

向
し
た
他
力
救
済
義
に
お
け
る
「
不
断
煩
悩
」
義
に
つ
い
て
、
古
来
問
題
の
中
心
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
視
点
を
若
干
整
理

不
断
煩
悩
義
の
出
典
に
つ
い
て
。

涅
槃
に
い
た
る
べ
き
分
『
正
信
偲
大
意
』

「
消
滅
す
る
い
は
れ
」
あ
り
と
い
う
『
御
文
章
』

「
-
―
一
世
の
業
障
一
時
に
消
滅
す
」

の
「
い
は
れ
」
を
め
ぐ
っ
て
。

の
「
消
滅
」
と
「
罪
は
つ
き
ざ
る
な
り
」

の
「
分
」
を
め
ぐ
っ
て

（
『
教
行
信
証
』
に
な
ぜ
「
分
」
の
字
が
な
い
か
）
。

①
 

し
て
お
き
た
い
。

の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
が
仏
教
で

(4) 
お
い
て
諸
師
の
教
学
を
検
討
し
、

い
さ
さ
か
の
疑
義
を
呈
示
し
え
た
ら
と
お
も
う
。

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究

の
相
違
に
つ
い
て
。

め
で
と
う
し
な
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親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（

⑰
 

に
つ
い
て
。

⑯ ⑮ ⑭
横
超
断
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
。

⑬ 

『
御
一
代
聞
書
」
に
お
け
る
「
不
断
」
の
相
に
つ
い
て
。

⑫ 

「
不
断
煩
悩
」
と
「
不
除
疑
惑
」
に
つ
い
て
。

⑪ ⑩ ⑨ ⑧
 

一
念
滅
罪
と
多
念
滅
罪
に
つ
い
て
（
な
ぜ
信
後
命
終
の
夕
ま
で
三
毒
煩
悩
が
起
る
の
か
）
。

「
煩
悩
即
涅
槃
（
菩
提
）
」
が
仏
道
の
通
軌
で
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
「
断
」
ず
る
の
か
。

聖
道
門
の
「
断
惑
」
と
浄
土
門
の
「
断
惑
」
の
方
向
性
に
つ
い
て
（
聖
道
門
の
断
惑
は
羅
よ
り
細
、
浄
土
門
は
細
よ
り
羅
）
。

⑦ ⑥ 

煩
悩
の
密
益
・
顕
相
に
つ
い
て
。

「
不
断
煩
悩
得
涅
槃
」
（
『
論
註
』
と
「
不
断
煩
悩
入
涅
槃
」
ー
『
維
摩
経
』

I)
と
の
同
別
に
つ
い
て

断
」
と
『
真
要
紗
』
お
よ
び

『
宝
章
』
お
よ
び

（
『
論
註
』

の
「
不

業
相
（
信
後
の
煩
悩
）
が
次
第
漸
減
（
多
念
滅
罪
）
な
ら
「
滅
罪
未
尽
」
（
業
用
業
相
二
度
滅
罪
）
の
失
に
堕
し
は
し
な
い
か
。

「
不
断
煩
悩
」
と
「
破
無
明
」
（
破
無
明
と
貪
愛
眺
憎
之
雲
霧
、
常
覆
真
実
信
心
天
の
矛
盾
に
つ
い
て
）
。

天
台
「
無
間
道
」
（
一
切
煩
悩
を
断
ず
）
「
解
脱
道
」
（
一
切
種
智
を
得
る
）
〈
等
覚
智
断
・
妙
覚
智
断
〉
と
真
宗
の
「
断
」

以
上
の
点
に
つ
い
て
先
哲
は
等
し
く
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
先
哲
の
畢
生
の
努
力
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
宗
学
も
、

よ
く
よ
く
吟
味
し
て
み
る
と
、
あ
ま
り
に
も
学
を
街
っ
た
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
再
考
を
要
す
る
も
の

が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
い
ま
列
挙
し
た
項
目
の
な
か
、
と
く
に
基
本
的
な
問
題
に
絞
っ
て
考
え
て
み
た
い
。

『
宝
章
」
等
の
「
不
断
」
の
同
異
に
つ
い
て
）

枝
末
無
明
は
な
ぜ
断
滅
し
な
い
の
か
。
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③ ② ① 

そ
の
他
。

信
後
の
煩
悩
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
。

煩
悩
の
断
・
不
断
に
関
し
て
。

そ
れ
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

親
鸞
に
お
け
る
人
間
の
研
究
（
三
）

（
以
下
次
号
）
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