
『
研
究
ノ
ー
ト
』

『
太
上
一
乗
海
空
智
蔵
経
』

　
　
　
　
　
　
巻
二
の
覚
書
二
）

武
　
田
　
秀
　
夫

　
『
太
上
一
乗
海
空
智
蔵
経
』
（
以
下
海
空
経
と
略
称
）
が
、
『
涅
槃

経
』
等
の
大
乗
仏
典
を
基
に
、
道
教
理
論
を
創
成
、
発
展
さ
せ
よ

う
と
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
巻
二
の
哀
歌
品
は
『
涅

槃
経
』
巻
第
二
十
一
高
貴
徳
王
菩
薩
品
之
三
、
巻
第
二
十
二
高
貴

徳
菩
薩
品
之
四
、
巻
第
二
十
七
獅
子
吼
菩
薩
品
之
三
　
を
襲
っ
て

の
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
海
空
経
巻
二
の
三
分
の
二
程
の
、
獅
子

吼
菩
薩
品
の
略
全
篇
に
対
応
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の

気
の
付
い
た
点
を
覚
書
と
し
た
い
。

　
先
ず
『
国
訳
一
切
経
』
涅
槃
部
二
（
大
東
出
版
会
　
昭
和
五
四
年

版
）
の
付
録
と
し
て
付
け
ら
れ
た
、
常
盤
大
定
氏
の
「
涅
槃
経
内

容
表
示
」
に
従
っ
て
、
獅
子
吼
菩
薩
品
の
内
容
の
大
枠
を
示
す
。

次
に
更
に
そ
の
細
項
目
の
内
、
海
空
智
蔵
経
に
関
係
す
る
項
目
を

示
し
、
そ
れ
に
海
空
智
蔵
経
の
対
応
す
る
記
号
を
付
す
。

　
　
獅
子
吼
菩
薩
品
（
仏
性
を
明
か
す
）
（
大
枠
）

　
　
　
獅
子
吼
菩
薩
品

　
　
Ｉ
、
仏
性
を
明
か
す

　
　
　
Ｉ
仏
性
を
明
か
す

　
　
　
２
中
道
を
明
か
す

　
　
　
３
縛
解
を
明
か
す

　
　
　
４
修
道
を
明
か
す

　
　
Ｈ
、
経
を
歎
ず

　
獅
子
吼
菩
薩
品
（
細
項
目
）

Ｉ
、
仏
性
を
明
か
す

　
Ｉ
仏
性
を
明
か
す
（
海
空
経
巻
二
に
対
応
す
る
部
分
な
し
）

　
２
中
道
を
明
か
す
（
同
右
）

　
３
縛
解
を
明
か
す
：
Å
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ

　
　
　
五
番
の
問
答
有
り
。
縁
起
無
き
な
れ
ど
も
然
も
縛
解

　
　
　
有
る
こ
と
を
論
ず
。

　
４
修
道
を
明
か
す

　
　
一
明
道
可
修
…
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ

　
　
　
三
番
問
答
有
り



二
正
明
修
道

　
イ
明
修
道
－
絆
－
（
あ
）
問
（
戒
定
慧
に
就
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
）
・
：
Ｈ

　
口
論
義
－
①
（
三
番
涅
槃
を
論
ず
、
涅
槃
常
住
と
因
果

　
　
　
　
　
　
　
と
の
関
係
に
就
い
て
）
…
Ｉ
、
Ｊ
、
Ｋ

　
　
　
　
　
②
（
四
番
仏
性
を
論
ず
、
仏
性
の
一
多
と
修

　
　
　
　
　
　
　
道
と
の
関
係
に
就
い
て
）
…
Ｌ
、
Ｍ
、

　
　
　
　
　
　
　
Ｎ
、
Ｏ

　
Ｈ
、
経
を
歎
ず
ハ
海
空
経
巻
二
に
対
応
す
る
部
分
な
し
）

上
記
Ａ
～
〇
に
よ
っ
て
表
示
し
た
『
海
空
経
』
巻
二
の
該
当
箇
所

を
、
鎌
田
茂
雄
著
『
道
蔵
内
佛
教
思
想
資
料
集
成
』
（
大
蔵
出
版

一
九
八
六
年
）
所
載
の
も
の
に
よ
っ
て
示
す
。
（
芸
文
印
書
館
本
一
九

七
七
年
版
で
は
第
二
冊
目
）
今
回
は
Ａ
の
一
段
だ
け
で
あ
る
が
、
他

の
箇
所
も
示
し
て
お
き
た
い
。

　
Ａ
、
最
初
「
爾
時
海
空
」
～
四
二
頁
下
九
行
目
「
煩
悩
如
何
」

　
　
　
ま
で

　
Ｂ
、
四
二
頁
下
十
行
目
～
四
三
頁
上
六
行
目
ま
で

　
Ｃ
、
四
二
頁
上
七
行
目
～
四
三
頁
上
十
三
行
目
ま
で

　
Ｄ
、
四
三
頁
上
十
四
行
目
～
四
三
頁
下
一
行
目
ま
で

　
Ｅ
、
四
三
頁
下
二
行
目
～
四
三
頁
下
六
行
目
ま
で

　
Ｆ
、
四
三
頁
下
八
行
目
～
四
三
頁
下
十
九
行
目
ま
で

　
Ｇ
、
四
三
頁
下
二
十
行
日
～
四
四
頁
上
十
一
行
目
ま
で

　
Ｈ
、
四
四
頁
上
十
二
行
目
～
四
四
頁
下
十
八
行
目
ま
で

　
Ｉ
、
四
四
頁
下
十
九
行
目
～
四
五
頁
上
二
行
目
ま
で

　
Ｊ
、
四
五
頁
上
三
行
目
～
四
五
頁
上
七
行
目
ま
で

　
Ｋ
、
四
五
頁
上
八
行
目
～
四
五
頁
上
十
三
行
目
ま
で

　
Ｌ
、
四
五
頁
上
十
四
行
目
～
四
五
頁
下
四
行
目
ま
で

　
Ｍ
、
四
五
頁
下
五
行
目
～
四
五
頁
下
十
四
行
目
ま
で

　
Ｎ
、
四
五
頁
下
十
五
行
目
～
四
六
頁
上
五
行
目
ま
で

　
〇
、
四
六
頁
六
行
目
～
四
六
頁
上
十
四
行
目
ま
で

　
こ
れ
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
『
海
空
経
』
巻
二
は
「
獅
子
吼
菩

薩
品
」
の
Ｉ
、
仏
性
を
明
か
す
の
内
、
３
、
縛
解
を
明
か
す
と
４
、

修
道
を
明
か
す
の
部
分
を
基
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
［
□
獅
子
吼
菩
薩
品
の
最
初
の
部
分
と
Ａ
の
そ
の
部
分
に
つ

い
て

　
『
涅
槃
経
』
の
方
は
獅
子
吼
の
世
尊
に
対
す
る
質
問
か
ら
は
じ

ホ
６
る
。

　
「
世
尊
よ
、
仏
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
で
す
な
ら
、
お
り
と
あ
ら

ゆ
る
す
べ
て
の
存
在
に
は
二
つ
の
［
そ
の
存
在
す
る
一
原
因
か
お

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
つ
は
正
因
、
一
つ
は
縁
因
で
す
。
こ
の



二
つ
の
原
囚
に
よ
っ
て
、
従
っ
て
［
本
来
す
べ
て
の
存
在
に
は
］

束
縛
も
解
脱
も
な
い
は
ず
で
す
。

　
こ
の
五
陰
は
｝
瞬
｝
瞬
生
滅
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
生
滅

し
て
い
る
も
の
な
ら
ば
「
つ
ま
り
、
必
然
的
に
そ
う
な
ら
ば
」
、

一
体
そ
れ
を
だ
れ
が
束
縛
し
、
一
体
だ
れ
が
解
脱
さ
せ
ま
し
ょ
う

か
。

　
世
尊
よ
、
こ
の
五
陰
に
よ
っ
て
後
の
五
陰
は
生
ま
れ
ま
す
が
、

こ
の
五
陰
が
必
然
的
に
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
の
五
陰
に
成
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
す
が
、
後
の
五
陰
を

生
じ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
種
子
は
芽
を
生
じ
ま
す
が
、

種
子
は
芽
に
成
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
す
。
［
種
子
は
］
　
芽
に
成

ら
な
い
が
、
芽
を
生
じ
さ
せ
ま
す
。

　
衆
生
も
同
様
で
す
。
で
す
か
ら
、
一
体
束
縛
と
か
解
脱
と
か
が
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
」

　
こ
の
獅
子
吼
菩
薩
の
疑
問
は
、
す
べ
て
が
必
然
的
な
生
滅
を
法

則
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
記
号
で
、
Λ
（
種
子
ａ
生
）
↓

（
滅
）
↓
Ｂ
（
芽
＝
生
）
と
表
示
し
た
と
き
、
Ａ
は
Ｂ
の
生
成
の
原

因
で
は
あ
る
が
、
で
あ
る
な
ら
ば
当
然
の
こ
と
な
が
ら
そ
れ
は
Ａ

は
Ｂ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
切
が
必
然
的
生
滅

で
あ
り
、
一
切
が
変
化
す
る
、
し
か
も
原
因
と
結
果
が
違
う
も
の

で
あ
る
な
ら
、
例
え
ば
解
脱
の
［
原
］
因
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

解
脱
の
［
結
］
果
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
解
脱
の
［
原
］
因
と
さ
れ
る
仏
性
を
問
題
に
す
る
と
き
、

当
然
出
て
く
る
疑
問
で
あ
ろ
う
。
解
脱
の
因
が
解
脱
の
果
と
な
る

必
然
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
疑
問
に
対
し
て
の
世
尊
の
回
答
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
少

し
長
い
が
見
て
み
る
。

　
「
善
男
子
よ
、
諦
聴
せ
よ
。
汝
に
分
別
し
て
解
説
し
よ
う
。

　
善
男
子
よ
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
事
態
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ

さ
い
。

　
死
に
瀕
し
た
人
が
い
ま
す
。
一
族
の
人
々
が
周
り
に
い
て
、
泣

き
叫
び
悲
し
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
将
に
死
な
ん
と
し
て
い
る
人
は

死
の
恐
れ
に
と
ら
わ
れ
、
何
か
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
な
ん
て
こ
と

は
分
か
り
よ
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
［
そ
の
人
は
］
　
五
情
が
有

る
は
ず
で
す
が
、
覚
知
は
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
肢
体

は
ブ
ル
ブ
ル
と
震
え
て
い
ま
す
が
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
の

で
す
。
身
体
は
冷
え
、
そ
の
温
も
り
も
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
す
。
そ
う
し
た
時
に
、
生
前
に
行
っ
た
善
悪
の
こ
と
を
思
っ
て

く
だ
さ
い
。

　
善
男
子
よ
、
例
え
ば
次
の
こ
と
を
思
っ
て
く
だ
さ
い
。



　
太
陽
が
没
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
山
影
は
ど
ん
ど
ん
東
に

移
っ
て
い
き
ま
す
。
決
し
て
西
に
移
っ
て
は
行
き
ま
せ
ん
こ
と
を
。

　
衆
生
の
業
と
そ
の
果
も
そ
れ
と
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。

　
こ
の
陰
が
滅
す
る
と
き
次
の
陰
が
瞬
時
に
生
じ
ま
す
。
例
え
ば

灯
が
生
じ
て
闇
が
滅
し
、
灯
が
滅
す
る
と
闇
が
生
じ
る
の
で
す
。

　
善
男
子
よ
、
蝋
と
印
と
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
印
が
泥
に
捺
さ

れ
る
と
、
印
は
泥
と
合
体
し
ま
す
。
そ
の
と
き
印
は
滅
し
て
文
字

が
生
じ
ま
す
が
、
蝋
印
は
そ
の
ま
ま
泥
の
中
に
あ
り
ま
す
。
文
字

が
泥
か
ら
出
て
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
所
か
ら
来
た
わ

け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
［
蝋
］
　
印
の
因
縁
に
よ
っ
て
こ
の
文
字
が

生
じ
た
の
で
す
。

　
現
在
の
陰
［
＝
存
在
］
が
滅
す
る
と
、
中
陰
の
［
五
］
陰
［
＝

存
在
］
が
生
じ
る
の
で
す
。
で
す
が
、
現
在
陰
が
決
し
て
中
陰
の

五
陰
に
変
化
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
陰
の
五
陰
も
自
ら

生
じ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
所
か
ら
来
た
わ
け
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
が
、
現
在
陰
に
よ
っ
て
中
陰
の
陰
が
生
じ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、
蝋
印
が
泥
に
捺
さ
れ
て
、
印
が
滅
し
て
文
字
が
生
ま
れ

た
よ
う
な
も
の
で
す
。
言
葉
に
差
異
は
な
い
の
で
す
が
、
時
節
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
ま
す
。
（
筆
者
注
‥
こ
こ
で
中
陰
の
陰
［
中
陰

の
存
在
］
が
出
て
き
た
の
に
は
意
味
が
あ
る
。
Ａ
↓
（
Ａ
／
Ｂ
）
↓
Ｂ
の
中

の
（
Ａ
／
Ｂ
）
の
と
こ
ろ
が
中
陰
の
陰
で
あ
る
。
こ
れ
は
獅
子
吼
菩
薩
が

Ａ
↓
Ｂ
と
考
え
て
疑
問
を
提
出
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
世
尊
は
仏
教

の
重
要
な
論
理
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
言
葉
に
差
異
は
な
い
の
で
す

が
云
々
は
、
獅
子
吼
菩
薩
の
Ａ
↓
Ｂ
の
存
在
の
連
鎖
の
断
絶
の
疑
問
に
答

え
る
も
の
で
あ
る
。
）

　
こ
の
故
に
私
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ
る
。

　
中
陰
の
五
陰
（
霊
的
存
在
）
は
肉
眼
で
見
る
こ
と
の
出
来
ぬ
、

天
眼
で
見
え
る
も
の
で
す
。
こ
の
中
陰
に
は
三
種
の
食
が
あ
り
ま

す
。
思
食
と
触
食
と
意
食
で
す
。
そ
し
て
中
陰
の
種
類
は
二
種
で

す
。
首
業
果
と
悪
業
果
で
す
。
善
業
に
よ
っ
て
善
覚
観
を
得
、
悪

業
に
よ
っ
て
悪
党
観
を
得
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
父
母
交
合
の
と

き
、
業
因
縁
に
よ
っ
て
ま
っ
し
ぐ
ら
に
受
生
（
生
命
の
誕
生
）
へ

と
向
か
い
ま
す
が
、
母
は
そ
の
と
き
愛
、
父
は
唄
、
の
中
に
あ
り

ま
す
。
父
の
精
が
出
た
と
き
、
こ
れ
こ
そ
私
の
も
の
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
し
て
歓
喜
に
震
え
ま
す
。
こ
の
三
種
（
母
愛
と
父
眼
と
父
の

私
欲
）
の
煩
悩
の
因
縁
に
よ
っ
て
中
陰
の
陰
は
壊
れ
て
、
後
の
五

陰
（
子
供
）
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
蝋
印
が
泥
に
捺
さ

れ
て
、
蝋
印
が
壊
れ
て
文
字
が
生
じ
た
よ
う
な
も
の
で
す
。

　
生
じ
る
と
き
の
原
因
に
は
具
と
不
具
と
が
あ
り
ま
す
。
［
五
体

満
足
の
］
具
者
は
［
欲
を
そ
そ
る
美
］
色
を
見
る
の
で
す
が
、
そ

れ
は
貪
欲
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
そ
れ
を
愛
と
い
う
の
で
す
。
さ

て
、
［
五
体
満
足
の
具
者
も
］
狂
な
る
が
故
に
貪
を
生
じ
ま
す
。



そ
れ
を
無
明
と
言
い
ま
す
。
こ
の
貪
愛
・
無
明
の
因
縁
の
た
め
に

見
る
世
界
が
総
て
顛
倒
す
る
の
で
す
。
無
常
に
常
を
見
、
無
我
に

我
を
見
、
無
楽
に
楽
を
見
、
無
浄
に
浄
を
見
る
と
い
っ
た
塩
梅
で

す
。
こ
う
し
た
四
つ
の
顛
倒
が
善
悪
の
行
で
す
。
（
筆
者
注
‥
こ
こ

は
上
記
の
（
Ａ
／
Ｂ
）
の
中
陰
の
問
題
を
論
じ
て
い
て
、
大
事
な
所
で
あ

ろ
う
が
、
筆
者
に
よ
く
分
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
の
ま
ま
に
し
て
お

き
た
い
。
）

　
そ
し
て
、
煩
悩
が
業
と
な
り
、
業
が
煩
悩
と
な
る
。
こ
れ
が
繋

縛
で
あ
り
ま
す
。
（
筆
者
注
‥
こ
こ
に
突
然
、
煩
悩
と
業
が
出
て
く
る

の
に
困
惑
す
る
。
訳
が
分
か
ら
な
く
な
る
が
）
そ
う
い
う
こ
と
で
、
五

陰
（
筆
者
注
‥
こ
の
五
陰
が
中
陰
の
そ
れ
な
の
か
、
現
在
の
そ
れ
な
の
か
、

ど
ち
ら
を
指
し
て
い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
）
と
言
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
も
し
仏
あ
る
い
は
仏
の
弟
子
達
の
善
知
識
に
交
わ

る
こ
と
が
出
来
て
、
十
二
部
経
を
聞
き
得
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
、

善
の
世
界
を
観
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
大
智
慧
を
得
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
大
智
慧
と
は
正
知
見
の
こ
と
で
す
。
こ
の
知
見

を
得
る
が
故
に
生
死
の
間
際
に
悔
心
が
生
じ
ま
す
。
こ
の
悔
心
が

生
ま
れ
る
か
ら
歓
楽
は
生
じ
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
貪
心

を
滅
ぼ
し
ま
す
。
こ
の
貪
心
を
滅
ぼ
す
が
故
に
八
聖
道
を
修
行
す

る
の
で
す
。
こ
の
八
聖
道
を
修
行
す
る
の
で
生
死
な
き
こ
と
に
な

り
ま
す
。
そ
の
こ
と
が
解
脱
な
の
で
す
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
火
が

薪
に
出
会
わ
な
い
な
ら
ば
、
滅
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
す
。
そ
の

よ
う
に
生
死
を
滅
す
る
こ
と
を
滅
度
と
い
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が

五
陰
滅
で
す
。
」

　
以
上
が
世
尊
の
答
え
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
中
心
は
、
先
は
ど
の
Ａ
↓
（
Ａ
／
Ｂ
）
↓
Ｂ
の
（
Ａ
／
Ｂ
）
の

中
陰
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
一
方
『
海
空
経
』
の
ほ
う
は
、

そ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
な
い
。
何
故
そ
れ
を
除
い
た
の
か
と

い
え
ば
、
道
教
の
ほ
う
に
そ
う
し
た
考
え
か
た
が
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
そ
れ
を
取
り
入
れ
て
し
ま
う
な
ら
、
そ
れ
は

も
う
道
教
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
と
り
あ
え
ず
、
『
海
空
経
』
の
最
初
の
一
段
を
見
て
み
た
い
。

　
「
そ
の
と
き
、
海
空
５
　
蔵
は
即
座
に
座
か
ら
立
ち
上
が
る
と
、

稽
首
作
礼
し
、
立
て
膝
を
し
手
を
組
ん
で
、
天
尊
に
こ
う
申
し
あ

げ
た
。
そ
の
よ
う
な
お
説
は
ま
こ
と
に
真
実
こ
の
う
え
な
く
、
そ

の
微
妙
な
功
徳
は
不
可
思
議
な
ほ
ど
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
て
も
い
ま
私
か
無
数
の
も
の
の
造
化
の
由
来
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
を
思
っ
て
み
ま
す
に
、
衆
生
と
は
何
ん
な
の
で
あ

り
ま
し
ょ
う
か
。
す
べ
て
の
も
の
ご
と
に
は
そ
れ
ぞ
れ
道
性
が
あ

り
、
囚
縁
か
ら
生
じ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、



［
道
性
に
は
］
束
縛
が
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
、
無
が
る
べ
き
で

し
ょ
う
か
。
［
そ
の
束
縛
は
］
五
陰
で
し
ょ
う
か
、
六
塵
で
し
ょ

う
か
。
い
ま
私
か
思
い
ま
す
の
は
、
念
念
生
滅
の
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
［
念
念
一
生
滅
は
だ
れ
が
束
縛
し
、
だ
れ
が
束
縛
し
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
だ
れ
が
解
脱
せ
し
め
、
だ
れ
が
解
脱
せ
し
め

な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
因
縁
と
は
、
こ
の
五
陰
に
よ
っ
て
あ
の
五

陰
を
生
じ
、
こ
の
［
五
一
陰
の
滅
に
よ
っ
て
あ
の
［
五
一
陰
を
生

じ
な
い
こ
と
で
す
。
［
こ
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
一
　
ど
う
し

て
五
陰
が
煩
悩
に
染
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
念
念
生
滅
と
煩

悩
［
と
の
関
係
］
は
ど
の
よ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
」

　
こ
こ
ま
で
が
海
空
智
蔵
の
質
問
で
あ
る
。
多
分
に
誤
読
の
嫌
い

が
あ
る
が
、
今
の
理
解
の
仕
方
を
提
示
し
て
お
く
。
問
題
に
な
る

箇
所
の
原
文
は
「
我
今
於
是
思
念
萬
兆
造
化
之
由
云
何
衆
生
一
切

諸
法
各
有
道
性
従
因
縁
生
」
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
を
「
我
今
於
是
思

念
萬
兆
造
化
之
由
、
云
何
衆
生
、
一
切
諸
法
各
有
道
性
、
従
因
縁

生
」
と
断
切
し
た
。
そ
し
て
一
切
諸
法
の
道
性
と
一
切
諸
法
の
因

縁
と
の
関
係
、
つ
ま
り
道
性
と
因
縁
と
の
関
係
を
問
題
に
し
て
い

る
と
理
解
し
て
み
た
の
で
あ
る
。

　
海
空
智
蔵
は
恐
ら
く
道
性
は
因
縁
を
越
え
て
い
る
と
考
え
て
い

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
な
る
と
、
両
者
は
関
係
が
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
念
念
生
滅
と
い
う
時
間
を
持
ち
出
し
て
来
て
、

そ
れ
を
無
時
間
的
と
思
わ
れ
る
道
性
の
中
に
、
無
理
や
り
押
し
込

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
性
を
因
縁
と
関
連
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
さ
ら
に
道
性
を
五
陰
、
煩
悩
と
も
関
係
さ
せ
て
、
結
局

の
と
こ
ろ
道
性
を
有
す
る
衆
生
を
一
体
な
に
が
束
縛
し
、
な
に
が

解
脱
せ
し
め
る
の
か
、
と
い
う
質
問
を
呈
し
た
の
で
は
な
い
か
、

と
考
え
て
み
た
。
以
下
そ
れ
に
対
す
る
天
尊
の
回
答
を
見
て
み
た

い
。

　
「
善
き
哉
、
善
き
哉
。
善
男
子
よ
、
諦
聴
せ
よ
。
私
は
汝
の
た

め
に
分
別
し
て
解
説
し
よ
う
。
善
男
子
よ
、
例
え
ば
衆
生
が
臨
終

の
苦
痛
に
喘
い
で
い
る
よ
う
な
場
合
、
父
母
妻
子
一
族
が
取
り
囲

ん
で
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
。
［
そ
の
人
は
］
　
仰
向
け
の
ま
ま
死
の

恐
怖
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
て
、
助
か
る
術
を
知
り
ま
せ
ん
。
五
情

は
有
り
ま
す
が
、
学
知
は
あ
り
ま
せ
ん
。
肢
体
は
震
え
て
も
ど
う

す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
体
は
冷
え
、
気
命
が
尽
き
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
［
そ
の
人
の
］
行
っ
た
罪
福
の
応
報
の
業

に
よ
っ
て
次
に
生
ま
れ
る
と
こ
ろ
が
分
か
る
の
で
す
。
あ
る
い
は

三
途
五
道
の
所
、
あ
る
い
は
人
間
界
に
で
す
。
す
べ
て
業
に
随
っ

て
い
て
寸
分
の
狂
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
善
男
子
よ
、
例
え
ば
太
陽
が
傾
い
て
沈
も
う
と
し
て
い
る
場
合
、



山
や
丘
の
影
は
東
に
移
動
し
ま
す
が
、
西
に
行
く
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
衆
生
の
業
の
果
も
そ
の
よ
う
な
の
で
す
。
こ
の
五
陰
が
滅

す
る
と
、
あ
の
五
陰
が
生
じ
ま
す
。
例
え
ば
灯
明
の
如
く
で
す
。

灯
が
生
じ
ま
す
と
闇
は
滅
し
ま
す
。

　
善
男
子
よ
、
例
え
ば
泥
と
瓶
の
如
く
で
す
。
泥
と
瓶
が
合
体
し

ま
す
と
、
泥
は
滅
し
て
瓶
が
生
じ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
泥
を
瓶
と

は
い
い
ま
せ
ん
。
瓶
は
泥
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
か
ら
来
だ

の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
泥
の
因
縁
に
よ
っ
て
こ
の
瓶
が
生
じ
た
の

で
す
。

　
善
男
子
よ
、
こ
の
五
陰
が
滅
し
て
、
あ
の
五
陰
が
生
じ
ま
す
。

こ
の
五
陰
が
最
後
ま
で
変
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
の
五
陰
を
生

じ
る
の
で
す
。
あ
の
五
陰
も
お
の
ず
と
生
じ
て
来
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ほ
か
か
ら
来
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

「
五
」
陰
に
よ
っ
て
あ
の
五
陰
が
生
じ
る
の
で
す
。
［
そ
れ
は
］
泥

と
瓶
の
場
合
も
同
じ
で
す
。
泥
が
滅
し
て
瓶
が
生
じ
る
の
で
す
。

［
泥
と
瓶
の
］
体
は
同
じ
で
す
が
、
時
に
随
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
の
は
そ
う
し
た
訳
な
の
で
す
。
こ
の
五
陰
に
よ
っ
て
あ
の
五
陰

が
生
じ
ま
す
が
、
［
そ
れ
は
］
　
こ
の
五
陰
が
滅
す
る
こ
と
に
よ
り

ま
す
。

　
私
は
［
こ
の
陰
が
滅
し
て
生
じ
て
く
る
］
あ
の
陰
の
こ
と
を
の

べ
ま
し
た
が
、
〔
こ
の
陰
に
は
一
善
陰
と
悪
陰
が
あ
り
ま
す
。
［
こ

の
】
善
［
陰
］
と
悪
［
陰
］
を
観
察
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
父
母
が

交
合
し
た
と
き
、
業
の
因
縁
に
随
っ
て
生
命
を
得
ま
す
が
、
そ
の

と
き
母
に
は
愛
か
、
父
に
は
慈
が
生
じ
、
父
母
が
［
生
命
を
］

思
っ
た
と
き
、
心
に
歓
喜
の
情
が
湧
き
ま
す
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
［
因
一
縁
で
あ
る
が
故
に
悉
く
が
顛
倒
因
な
の
で
す
。
愛
無
き

と
こ
ろ
に
愛
を
見
、
楽
無
き
と
こ
ろ
に
楽
を
見
、
無
常
に
常
を
見

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
倒
見
が
善
悪
の
因
と
な
る
の
で
す
。
そ
し
て

［
善
悪
の
因
で
あ
る
］
　
煩
悩
が
業
と
な
り
、
業
が
煩
悩
と
な
る
の

で
す
。
こ
の
こ
と
を
「
結
縛
」
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
お

り
方
は
「
念
念
生
滅
」
［
と
い
う
も
の
な
の
］
で
す
。

　
も
し
善
人
が
高
徳
の
人
と
知
り
合
い
、
そ
の
方
か
ら
三
洞
霊
宝

十
部
妙
文
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
教
え
を
聞
い
て
、
［
そ
の

方
を
一
尊
敬
し
礼
拝
し
、
巡
っ
て
賛
嘆
し
、
［
妙
文
を
］
読
誦
し

書
写
し
、
Ｔ
心
に
教
え
を
守
り
、
心
を
清
め
て
供
養
し
、
四
六
時

中
思
い
を
凝
ら
し
、
一
切
［
の
救
済
］
を
絶
え
る
こ
と
な
く
祈
念

す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
こ
の
開
懺
悔
を
し
続
け
る
な
ら
ば
、
懺
悔

の
心
は
歓
喜
の
心
が
生
じ
る
と
と
も
に
止
み
ま
す
。
こ
の
歓
喜
の

心
が
生
じ
る
が
故
に
妻
子
か
ら
離
れ
、
独
り
山
林
に
入
っ
て
真
道

を
存
念
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
因
縁
に
よ
っ
て
、

灯
が
闇
を
滅
す
る
よ
う
に
、
生
死
中
に
「
生
死
か
ら
」
解
脱
し
て
、

諸
煩
悩
を
滅
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
を
「
滅
度
」
と



い
い
、
そ
の
よ
う
な
お
り
方
を
「
因
縁
滅
」
と
い
う
の
で
す
。
」

　
以
上
が
天
尊
の
返
答
で
あ
る
。

　
こ
の
回
答
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
世
尊
が
獅
子
吼
菩
薩
に

答
え
た
時
の
「
中
陰
の
陰
」
の
問
題
が
出
て
こ
な
い
。
従
っ
て

『
海
空
経
』
の
天
尊
の
方
は
、
Λ
［
＝
こ
の
五
陰
］
↓
Ｂ
［
あ
の
五

陰
］
　
へ
と
直
接
連
続
す
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
連
続
さ
せ
て
い
る
の

は
「
念
念
生
滅
」
の
「
結
縛
」
で
あ
る
が
、
「
存
真
念
道
」
の
修

行
に
よ
っ
て
打
破
で
き
る
、
と
す
る
。

　
要
す
る
に
、
天
尊
の
解
答
は
「
念
念
生
滅
」
で
あ
る
「
結
縛
」

つ
ま
り
「
善
悪
因
－
煩
悩
－
業
」
に
よ
っ
て
五
陰
は
束
縛
さ
れ
て

い
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
念
念
生
滅
」
と
「
煩

悩
」
と
は
「
結
縛
」
の
二
重
性
、
二
面
性
を
表
す
も
の
で
あ
る
、

と
し
た
い
。
残
念
な
が
ら
、
今
回
は
Ａ
の
部
分
し
か
見
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
後
の
部
分
も
出
来
る
だ
け
早
く
、
と
思
う
。


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8

