
極

端

へ

の

執

ら

わ

れ

『
四
百
論
』
及
び

『
釈
論
』
第
十
四
章

の
研
究

佐

々

木

恵

精

は
　

じ
　

め
　

に

極端への執らわれ

　
イ
ン
ド
の
仏
教
史
の
中

で
、
般
若
経
、
華
厳
経
、
法
華
経
、
浄
土
経
類
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
大
乗
経
典
が
成
立
し
て
く
る
の
は
、
西
暦

前
後
な
い
し

一
世
紀
頃
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
思
想
的
哲
学
的
大
成
を
為
し
た
の
が
、

ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ

(2
餌αq似ユ
β冨

龍
樹
、
一
五
〇
1
二
五
〇
頃
)
や
そ
の
弟
子
の
ア
ー
リ
ャ
デ
ー
ヴ

ァ

(≧
醤
岱。奉

聖
提
婆
、
ほ
ぼ
同
年
代
)
ら
で
あ

っ
た
。

特
に
、

ナ
ー
ガ

ー
ル
ジ

ュ
ナ
は
、
大
乗
仏
教

の
思
想
的
基
盤
で
あ
る

「空
性
」　
(台
"
饗
邑

を
哲
学
的
宗
教
的
に
論
述
し
、
そ
の
基
礎
を
築
い
た
論
師

と
し

て
、
そ
の
後
の
イ
ン
ド

・
中
国

・
日
本
の
仏
教
者
た
ち
か
ら
尊
崇
さ
れ
、
第
二
の
ブ

ッ
ダ
と
も
仰
が
れ
て
い
る
。
彼
は

『中
論
』

を
始

め
と
す
る
多
く
の
論
書
を
残
し
た
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
の
が
い
わ
ゆ
る
否
定
の
論
理
で
、
そ
の
骨
子
は
、　
「
お
よ
そ
縁
起
せ
る
ほ

ど

の
も
の
は
、
生
ず

る
こ
と
な
く
滅
す
る
こ
と
な
く
、
常
住
な
ら
ず
断
滅
な
ら
ず
、
単

一
で
な
く
多
様
で
も
な
く
、

い
ず
こ
か
ら
も
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゆ

た
ら
め
い
ず

こ
へ
去
る
こ
と
も
な
い
…
…
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
す
る
す
べ
て
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
す

な
わ
ち

「空
ず

る
」
こ
と
に
よ

っ
て
、
真
の
生
命
あ
る
世
界
が
開
か
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
彼
は
、
す
べ
て
の
存
在

・
現
象
を
吟
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味
す

る
の
に
、
す
べ
て
を
包
括
す
る
四
種

の
選
言
肢
を
あ
げ
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
否
定
、
排
除
す
る
と
い
う
四
句
否
定

を
展
開
し
た
。

た
と
え
ば
、
も

の
は
実
在
す
る

(有
)
か
、
実
在
し
な
い

(無
)
か
、

あ
る
い
は
実
在
し
且
つ
実
在
し
な
い

(有
無
)
か
、
ま
た
実
在
で

も
非
実
在
で
も
な
い

(非
有
非
無
)
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
、

そ
の
い
ず
れ
も
不
合
理
と
な
る
、

と
の
論
法
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
仏

教
内

に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
小
乗
系
の
、
物
事
を
固
定
的
に
執
ら
え
る
実
在
論
を
、
仏
教
外
に
対
し
て
は
人
間
存
在

の
不
変
な
る
根
源

を
求

め
る
実
我
論
や
自
然
現
象

の
観
察
か
ら
生
ま
れ
た
実
在
論
な
ど
を
対
象
に
し
て
、
人
間

の
持

っ
て
い
る
、　

「も

の
」
を
実
体
的
に

執
ら
え
よ
う
と
す
る
偏
見
を
打
ち
破
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、
実
体
論
的
な
思
考
や
逆
に
虚
無
論
的
な
考
え
と
い
う
、
極
端
に
走
る
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

わ
れ

の
偏
り
を
打
破
す
る
の
で
あ
る
。

ま
さ

し
く
、

彼
を
祖
師
と
す
る
グ

ル
ー
プ
が

「中
観
」
学
派

(竃
鑑
ξ
薗目
岸
ρ)
と
呼
ば
れ
る

ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
こ
の
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
の
弟
子
、
ア
ー
リ
ャ
デ
ー
ヴ

ァ
も
、
同
様
に

「否
定
の
論
」
に
徹
し
た
論
師
で
あ

っ
た
。

と
り
わ
け
他
学

派

(ほ
と
ん
ど
仏
教
以
外
)
と
の
論
争

に
お
い
て
具
体
的
且
つ
徹
底
的
に
そ
の

「邪
」

な
る
と
こ
ろ
を
論
破
す
る
態
度

を
取

っ
た
と
さ
れ

る
。

こ
の

「破
邪
」
こ
そ
が
、
そ
の
ま
ま
自
己
の
依

っ
て
立

つ
立
場
で
あ
る
と
す
る

「破
邪
顕
正
」
の
活
動
で
あ

っ
た
。
余
り
に
も
激

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
い
論
破
活
動
の
た
め
異
教
徒
に
殺
害
さ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。

　
現
存
す
る
彼

の
著
述
は
僅
か
で
、
し
か
も
梵
本
原
典
は
断
片
の
み
し
か
残
ら
ず
、
完
本
と
し
て
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
、
漢

訳
に
伝
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

　

る
の
み
で
あ
る
た
め
、
彼

の
思
想
を
辿
る
こ
と
は
困
難
な
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
主
著
と
見
ら
れ
る

『
四
百
論
』

(Ω
ミ
魯
隷
ミ
ぎ
)

は
、
他

の
大
乗
関
係
論
書
に
比
し
て
も
特
異
な
内
容
を
持
ち
、
大
乗
仏
教
成
立
期
の
仏
教
思
想
の
姿
を
知
る
上
に
重
要
な
位
置
を
占
め

る
。

四
百

の
詩
頒

(パ
胃
岸
91
"
珍
Oパ
P
タ
イ
プ
)
か
ら
な
る
本
論
は
、

各
章
二
十
五
詩
頒
で
構
成
さ
れ
た
全
十
六
章
か
ら
な
り
、

内
容
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

ら
前
後
各
八
章
に
二
分
さ
れ
る
。
そ
の
前
半
は
、
世
間

一
般

の
人

々
の
た
め
の
仏
教
入
門
を
示
す
と
み
ら
れ
る

「説
法
部
」、
後
半
が
、

「中
観
」
の
本
領
た
る
無
自
性
空

の
論
理
的
展
開
を
為
す
も

の
で
、
他
学
派
を
想
定
し
て
論
破
す
る

「破
邪
顕
正
」

の
部
で
あ
る
。
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極端への執らわれ

　

こ
の
論
書

の
特
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
先
ず
第

一
に
、　

「空
」
の
論
を
進
め
る
後
半
八
章
に
先
行
し
て
仏
道
入
門
を
示
す
前
八
章
が
お

か
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
初
め
に
、
世
間

一
般

の
姿
と
し
て

「四
種
の
顛
倒
」
を
示
す
。
本
来
こ
の
世
は
無
常
で
あ

る
の
に
永
遠
だ
と

思
い
込
み
、
苦
の
世
界
を
楽

の
世
と
思

い
込
み
、
自
他
と
も
に
不
浄
な
る
も
の
で
あ
る
の
に
清
浄
で
美
し
い
と
思
い
込
み
、
無
我
な
る

存
在
な
の
に
不
滅
な
る
自
己
を
求
め
て
い
る
、
と
説
く

の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
逆
転
し
た
我
々
の
見
方

(≦
冨
越
器
四
顛
倒
)
を
、
実

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

生
活

の
中
か
ら
具
体
的
事
例

(死
の
問
題
、
身
体
的
疲
労
、
身
体
の
汚
れ
な
ど
)
を
挙
げ
て
指
摘
し
、

眼
を

「求
道
」

へ
転
ぜ
し
め
る
。

さ

　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
に
求
道
者
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
生
き
と
し
生
け
る
も

の
と
と
も
に
仏
位
を
求
め
る
菩
薩

の
あ
り
方
、
求
道

の
障
害
た
る
煩
悩
と
そ
の
断

滅
、
そ
し
て

「無
自
性
空
」
を
学
び
始
め
る
学
徒

の
心
構
え
を
説
く
。

　
以
上
の
前
八
章
の
論
説
は
、
中
観
学
派
が
力
を
注
ぐ

「空
性
」

の
論

の
展
開
に
対
し
て
、
仏
教

の
持

つ
今

一
つ
の
側

面
、
倫
理
的
お

よ
び
宗
教
的
実
践
が
、
そ
の
基
盤
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。　
「空
性
」

の
論
が
単
に
論
理
遊
技
で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
し
、
実
際
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
や
ア
ー
リ
ャ
デ
ー
ヴ

ァ
は
、
論
争
や
他
派
論
破

の
論
理
展
開

の
み
に
終
始
し
て
い
る

の
で
な
く
、
自

己
開
発
の
実
践
道
を
目
指
す
の
を
そ
の
基
本
姿
勢
と
し
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
　
『
四
百
論
』
前
半
は
、
そ
れ
を
実
証

す

る
も

の
で
あ

る
。

　

こ
れ
に
対
し
、　
『
四
百
論
』
後
半
は
、
専
ら
他
学
派
と
の
対
論
を
為
す
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
仏
教
以
外

の
当
時

の
イ
ン
ド
哲
学
思

想
を
知
る
貴
重
な
資
料
が
提
供
さ
れ
る
。
西
暦

一
～
三
世
紀
の
イ
ン
ド
で
は
、
自
然
哲
学
と
も
い
う
べ
き
、
自
然
観
察

に
根
ざ
し
た
実

在
論
を
説
く
勝
論
派

(<
巴
給
o・岸
o)
や
自
己
存
在
の
根
源
を
追
求
す
る
数
論
派

(ω
鋤ぢ
窪
饗
)
等
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ

っ
た
。

そ
の
初

期

の
思
想
内
容
に
触
れ
る
意
味
で
、
他
学
派
と
の
論
争
を
語
る

『
四
百
論
』
は
資
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
同
論

師

の
著
に
は
他

に
漢
訳

『
百
論
』

『
百
字
論
』
が
残
存
し
、
こ
れ
ら
も
同
じ
意
味
で
研
究
の
対
象
と
な
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
本

『
四
百
論
』

は
、

論
の
展
開
の
上

で
も
、

ま
た
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ

(O
碧
締
舞
圃H出
月
称
、
六
〇
〇
ー
六
五
〇
頃
)
の
注
釈
書
が
残

1s



る
点

で
も
、

ま
た
漢
訳
な
が
ら
ダ

ル
マ
パ
ー
ラ

(U
冨
旨

昌
巴
9
護
法
、
五
三
〇
ー
五
六
一
)
の
注
釈

『廣
百
論
繹
論
』　
(以
下
、
広
百
と
略

称
)
が
残
る
点
か
ら
も
、
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿

は
、

そ
の
中
の
第
十
四
章

「極
端

へ
の
執
着
を
破
す
る
」
(『広
百
』
で
は
破
辺
執
品
第
六
)
に
つ
い
て
、

和
訳
を
試
み
な
が
ら
、

そ
の
思
想
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、　

『
四
百
論
』
第
十

四
章

に
つ
い
て

　
本
章
は
、

表
題
が

「極
端

(き
邑

へ
の
執
着

(σq鼠
訂
)
の
否
定

(胃
曽身
巴
冨
)
」
と
あ
る
。

本
論
後
半
八
章
が
、

第
九
章
以
降
十

三
章

ま
で
、
常
住
な
る
も
の

(巳
蔓
口は
訂
)
の
否
定
、
ア
ー
ト
マ
ン

(倒§
き
)

の
否
定
、

時
間

〔常
住
論
〕　
(冨
ε

の
否
定
、

見
解

(費
。゚二
)
の
否
定
、
そ
し
て
感
覚
器
官
と
そ
の
対
象

(ぼ
畠二
愚
目汗
僧)
の
否
定
と
い
う
、
主
と
し
て
、　
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
独
立
し
た
常

住
な

る
存
在
で
あ
る
」
も
し
く
は

「不
変
な
る
本
質
を
有
す
る
」
と
す
る
論
理
を
否
定
し
て
き
た
の
に
続
い
て
、
本
章

は

「極
端
」
の

思
考
を
否
定
す
る
の
が
主
題
と
な

っ
て
い
る
。

　
元
来
、
o
鼻
p
αqH群
⇔
な
る
語
は
、
原
始
仏
教
以
来
、
根
本
煩
悩

の
中
に
、
五
見
、
す
な
わ
ち
人
間
の
知
的
営
み
の
誤

つ
た
姿
、
誤

つ

た
見
解

(黛
陰゚訟
)
と
し
て
五
種
が
挙
げ
ら
れ
、

そ

の

一
つ
が

磐
冨
鵯
群
巴
誘
嘗

(辺
執
見
)
な
る
語

で
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た
。
°・鎚
爵
碧
巴
錫
覧

(有
身
見
)、
す
な
わ
ち
こ
の
身
体
が
実
在
で
あ
る
と
執
着
す
る
見
解

(我
執

.我
所
執
)
と
並
ん
で
、

碧
冨
αq鼠
訂
・

畠
甥
覧

が
挙
げ
ら
れ
、
実
在

・
非
実
在
な
ど

の
相
対
立
す
る
二
極
端
に
執
ら
わ
れ
る
見
解
が
生
け
る
者

の

「執
着
」
　
(αq轟
冨
)
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
否
定
し
、
越
え
切

っ
た
と
こ
ろ
が
、
中
道

で
あ
り

「空
性
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
特

に
、　
「
こ
の
世

の
存

在
は
常
住

(砥撒
重
⇔)
で
あ
る
、

死
後
も
自
己
存
在
の
根
源
が
常
住
不
変
で
あ
る
」

と
い
い
、　
「
こ
の
世

は
断
滅

(9
。冨
富
)
し

て
無

に
至
る
、

死
後
に
は
自
己
存
在
の
根
源
が
断
滅
す

る
」

と

い
う

二
種

の
極
端
な
見
解
が
、

そ
の
主
た
る
も
の
と
し
て
、

9
9
穿
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σq
N
鋳

巴

場
嘗

に
パ

ラ

フ

レ
ー

ズ

し

て
し

ば

し

ば

取

り

上

げ

ら

れ

、

論

難

の
対

象

と

な

っ
て

い
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

睾

冨
σQ
鼠
冨

(、費
ω
ユ
)

な

る
語

は
、
　

『
中

論

』

本

頒

に

も

、

『
四
百

論

』

本

頒

に
も

見

あ

た

ら

な

い
が

、

『
中

論

』

の
第

十

五
章

「
自

性

の
考

察

」

に
、

常

住

論

・
断

滅

論

の
誤

り

を
論

じ

て

い

る

の
が

、

そ

れ

に
当

た

る

と

い
え

よ

う
。

あ
る
と
い

っ
て
は
常
住
論
、
な
い
と
い

っ
て
は
断
滅
論
が
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
賢
者
は
、
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
自
分
の

〔考
え
の
〕
根
拠
と
し
て
は
な
ら
な
い
。

お
よ
そ
自
性
と
し
て
あ
る
も
の
は
、
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
と
考
え
て
、　

「常
住
」
が
結
果
と
し
て
生
じ
、
過
去
に
は
あ

っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

が
現
在
は
存
在
し
な
い
と
い

っ
て
、　
「断
滅
」
が
結
果
と
し
て
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本

『
四

百

論

』

第

十

四

章

も

同

様

の
主

題

を
取

り
上

げ

て
、

他

学

派

の
主
張

を
批

判

し

、

極

端

論

を

否

定

す

る

の

で
あ

る
。

そ

れ

は
、

前

述

の
如

く

、

単

な

る

「
否
定

の
論

理

」

を
為

す

だ

け

で

は
な

い
。

章

の
表

題

の

チ

ベ

ッ
ト
語

訳

に

は
、

ヨ
臣

霞

、紆

営

伍
σq
⇔
αq

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　、　
、

冨

び
。゚αQ
o
目

窟

冨

雷
昌

℃
9

(極
端

へ
の
執

の
否
定

の
修
習
を
示
す
)

と

あ

っ
て
、

他

の
章

(
第
九
～
十

五
章
)
と

同

じ
く

、

「
否

定

の
修

習

」

　

　

　

　

　

⑫

を

目
的

と
す

る

と

あ

る

こ

と

は

、　

「
空

性
」

の
真

理

へ
の

「道

」

を
提

示

す

る

、

言

い
換

え

る

と

、

あ

ら

ゆ

る
執

着

を

主

体

的

に
超

克

す

る

こ

と

、

そ

し

て

そ

れ

に

よ

っ
て
宗

教

的

な

目
覚

め

に
達

す

る
、

と

い
う

意

味

を

示

し

て

い

る
。

極端への執らわれ

二
、
極
端
論
を
対
象
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
本
章
で

「極
端
論
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
対
象
は
、
先
ず
ヴ

ァ
イ
シ

ェ
ー
シ
カ
派

の
範
疇
論
で
あ
る
。
同
学
派

は
、
自
然
観
察

の
中

か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
自
然
の
存
在
物
に
眼
を
向
け
、
そ
れ
ら
の
特
性
を
観
察
、
そ
の
生
成
や
変
化
を
説
明
す
る
原

理
を
求
め
た
。

そ
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
物
を
、
六
種
の
範
疇

(冨
留
耳
冨

"
漢
訳

「句
義
」)
で
包
括
し
て
、
そ
の
特
性
を
示
し
、
多
様

な
存
在
物
を
分
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類
整
理
し
て
い
っ
た
。　
こ
こ
で
範
疇
た
る

b
巴
91耳
ゲ
⇔
と
は
、
コ
言
葉

な
鋤魯
)
の
対
象

⑤
昌
冨
)L
と
い
う
意
味
で
、

同
学
派
で
は
、

言
葉

ま
た
は
概
念

は
必
ず
実
在

に
対
応
す
る
も

の
と
理
解
し
、

そ
れ
ら
の
範
疇
を

(思
惟
の
形
式
で
な
く
)
実
在

の
形
式

と
し
て
客
観
的

具
体
的
に
捉
え
た
。
し
た
が

っ
て
、　

「
そ
れ
ら
範
疇
が
実
在
す
る
」
と
の
立
場
に
立
ち
、
そ
れ
ら
諸
範
疇

の
間

の
関
係

を
も
細
か
に
議

論
す

る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、　

「実
在
す
る
」
と
い
う
立
場
に
立
つ
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
そ
れ
ら
六
種
の
範

疇

噸
9な

巴
理
臣
菩

を
、
「範
疇
的
存
在
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
六
種
と
し
て
、
実
体

(母
9
<巻

個
物
)
・
属
性

(αQ
¢
起

性
質
、
徳
)
・

運
動

(灯
H§

業
)
・
普
遍

(。。画ヨ
ぎ
醤
)
・
特
殊

(藻
錫
9)
・
内
属

(器
目
薯
帥饗
)
が
、
基
本
経
典

く
ミ
啄遭
寒
§
ミ
ミ

(<
ω
と
略
称
)
に

列
挙

さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
範
疇

に
属
す
る
も
の
を
分
類
的
に
あ
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
な
ど
が
論
じ
ら
れ
る
。

　
本

『
四
百
論
』
第
十
四
章

で
は
、
そ
れ
ら

「範
疇
的
存
在
」
に
つ
い
て
、
具
体
的
事
例
を
取
り
上
げ
て
、

一
一
に
対
す
る
論
破
を
為

す
の
で
あ
る
。

以
下
に
、

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
注
釈
を
辿
り
な
が
ら
、

そ
こ
に
提
示
さ
れ
る
問
題
点
を
考
察
す
る
こ
と
と
す

る
。
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〈
存
在

ぴ
圏
91
<
9
と
範
疇
的
存
在

娼
巴
91詳
ゴ
9>

　
本
章
の
第

一
偶
を
、
総
論
的
な
詩
頒
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、

そ
の
中
で
、
本
頬
の

「存
在
」
な
る
語

び冨
奉

(象
8

宮
)
が
、
い
か
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。
注
釈
及
び
他
の
詩
頒
で
の
使
用
例
を
重
ね
合
わ
せ
て
み
る
と
、

同
じ

『
四
百
論
』

の
中

で
も
そ
れ
ぞ
れ
に
微
妙
に
意
味
の
幅
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。

周
知

の
よ
う
に
、　

『中
論
』

第
十
五
章
な
ど
で
の
用
法
か

ら
、
ぴ
訂
く
餌

な
る
語
は
、

　
①

も
ろ
も
ろ
の
も
の

(存
在
物
)、
あ
る
い
は
、

一
つ
の
存
在
物

　
②
存
在
す
る
と
い
う
こ
と

(鋤。・聾
話

と
か
。。⇔薮

と
か
の
意
味
)



極端への執らわれ

　
③
状
態
、
関
係

　
④
本
性

(。。奉
び冨
奉

と
い
わ
れ
る
と
き
の
げ
国
話
)

等
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

本
章
に
お
い
て
も
、

場
合
に
応
じ
て
そ
の
い
く
つ
か
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
ら

れ

る
が
、
特

に
、
①

の
意
味
と
理
解
で
き
る
場
合
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
注
釈
に
際
し
て

「範
疇
的
存
在
」

窓
監
耳
訂

な
る
語
で
置
換

し
て
い
る
。
第

一
偶
等
の
注
釈
が
そ
の
場
合
で
あ
る
。
そ
の
意
図
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑭

　
そ
も
そ
も
、　
『
中
論
』

に
お
い
て
も

『
四
百
論
』

に
お
い
て
も
、

本
頬
に
は

b
巴
母
些
⇔
な
る
語
が
使
わ
れ
て
い
な
い
。　
『
中
論

釈
』

(等
貸
鶏
§
§
ミ
細)
等
に
み
ら
れ
る
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
用
法
を
見
る
と
、

先
ず

び
冨
ぐ
⇔

に
つ
い
て
、

同
論
師
は
次
の

よ
う

に
表
現
す
る
。

　
ω
　
　(四
縁
の
う
ち
、
増
上
縁
の
否
定
を
い
う
中
で
)
種
子
等
と
い
う
無
自
性
な
る
諸
存
在

に
、

実
在
性
は
な
い
、
だ
か
ら

「
こ
れ
が
あ

　
　

る
と
き
あ
れ
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
成
立
し
な
い

(
一
章
一
〇
偏
)。

…
…
諸
存
在

(げ冨
品
猛
巳

は
、

縁
起
し
た
も
の

　
　

で
あ
る
か
ら
、

自
性
が
な
い
以
上
、
ど
う
し
て

「
こ
れ
が

〔あ
る
と
き
〕
」
と
、

原
因
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
が
有
り
え
よ
う
か

　
　

…

過

　
②

　
　(有
為
な
る
も
の
の
考
察
に
て
)
無
知
と
い
う
眼
病

(9。
<罷
愚
二
巳
冨
)
に
智
慧
の
眼
が
冒
さ
れ
て
い
る
凡
夫
達
に
は
、

諸
存
在
は

　
　
生
じ
た
姿
そ
の
ま
ま
に
現
れ
る
。
従

っ
て
、　

〔そ
れ
ら
諸
存
在
は
〕
ま
さ
に
無
自
性
な
る
も
の
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
凡
夫
達
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　

は
手
品
師
の
幻
術
す
る
馬
の
よ
う
に

「欺
き
を
為
す
も
の
」
で
あ
る
…
…
。

こ
れ
ら
を
見
る
と
、
す
べ
て
は
縁
起
せ
る
も
の
、
従

っ
て
無
自
性
な
る
も
の
で
あ
る
と
、
直
接
的
に

「空
な
る
」
も
の
を
説
く
場
合
、

真
実
を
見
て
い
な
い
世
間
的
な
見
方
を
そ
の
ま
ま
に
示
す
場
合
に
、
我
々
の
日
常
見
て
い
る
ま

ま

の

「諸
存
在
」

と
い
う
意
味
で
、

23



げ
げ
碧

鋤
ザ

と

表

現

し

て

い
る

よ

う

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

範

疇

(的
存
在
)
窓

山
母
汗
帥

な

る

語

は
、

ほ

と

ん
ど
統

べ

て

の
場

合

、
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(火
と
薪
を
主
題
と
し
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
そ
れ
に
取
ら
れ
る
質
料
因
と
の
関
係
を
議
論
す
る
中
で
)
こ
の
よ
う
に
、
行
為

と
行
為
主
体
と
の

よ
う
に
、

ア
ー
ト
マ
ン
と
そ
れ
に
取
ら
れ
る
質
料
因
と
が
あ
る
い
は
瓶

な

ど
が
、

相
互
に
関
係
し
あ

っ
て
成

立
し
て
い
る
と
き

に
、　

「如
来
の
言
葉
を
誤
り
な
く
理
解
し
た
」
と
思

っ
て
、
非
仏
教
者
た
ち
の
学
説
で
構
想
さ
れ
た
範
疇
的
存
在

の
確
立
を
、
如

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

来
の
教
説
の
意
味
内
容
と
し
て
受
け
入
れ
、
極
度
に
迷

っ
て
…
…
。

等

の
よ
う
に
、　

「諸
存
在
」

が
我
々
の
概
念
作
用
に
よ

っ
て
捉
え
ら
れ
て

い
る
と

い
う

こ
と

を
問
題
と
す
る
、
従

っ
て
、

他
学
派

(曹
件ぼ
訂
)
が
主
張
す
る
そ
の
実
在
性
を
主
題
と
し
て
論
ず
る
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
、

窓
血
縛
汗
曽

に
置
換
し
て
解

釈
し
て
い
る
の

で
あ

る
。

　
本

『
四
百
論
』
第
十
四
章

に
お
い
て
も
、
そ
の
用
法
に
変
り
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、　

「存
在
す
る
」　
(び冨
奉
ユ
・
⑳。・e

の
意
味
で
、

あ
る

い
は

「実
在
」
　
(90ψけ冨
く9u
のP#
91)
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合

(
こ
れ
ら
の
場
合
は
、
単
数
形
)
も

あ
り
、

多
義
に
亘

っ
て
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑱

用
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
章

の
冒
頭
に
、
び冨
く
浮

を

℃
巴
理
壁
昌

に
置
換
し
て
解
説
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
、
本
章
が

「
二
極
端
」

の
一
方
と
し
て
、

他
学
派
の
主
張
す
る
実
在
論

(特
に
、
実
在
論
と
い
う
意
味
で
は
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
派
が
そ
の
主
た
る
対
象
と
な
る
)
を
取

り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　

(未

完
)

　
　
　
　
　
　
ー

紙
数
の
関
係
で
、
詳
論
は
、
次
稿
と
す
る
。
以
下
に
付
す
る
第
十
四
章
冒
頭
の
試
訳
も
本
稿
に
属
す
る
。
1



極端への執らわれ

　
　
　
　
　
　
　

「
極
端

へ
の
執
着
を
破
す
る
」
と
い
う
第
十
四
章

(試
訳
)

　

(注
記
)
1
.
訳
文
中
、
補
足
説
明
を

(

)

に
て
、
ま
た
訳
文

の
補
足
を

[
　
]
に
て
付
け
加
え
た
。

　

　
　

　
2
.
文
節
分
け
、
お
よ
び
小
見
出

し
は
、
訳
者

に
て
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

　
　

　
3
.
和
訳
の
対
象
と
な
る
文
献
及
び
略
号

(詳
細

は
本
稿

の
注
記
③

に
挙
げ
る
拙
稿

を
参
照
)

　

　
　

　

　

　
・
缶
勺
ω
"
出
o
冨
宥
o
ωo
α

ω
ゲ
器
言
一璽
、、O
緯
口
叡
p
昏
パ
91
0
{
臣
同
饗

U
①
話
、、
(梵
本
断
簡
)
"
α
O
ω
'
旨

斥

(本
章

は
第
二
〇
偏
釈

の
途
中
ま

　

　
　

　

　

　

で

の
み
で
、
そ
れ
以
降

は
欠
落
)

　

　
　

　

　

　
・
弓
醐
℃
①
口
口
σq
o
岳
ユ
8

0
h
§

げ
①
富
昌

日
円
甘
冨

冨

"
団
帥
歯
。。き

切
hh

　

　
　

　

　

　
・
U
"
U
巽
αq
o
巴

即臥
8

"
網
9
18
0
帥
昌
hh°

　

　
　

　

　

　
・
広
百

眼
大
正
蔵
経
、
巻

三
〇
、

二
二
九
下
以
下
。

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　
一
、

総

　

　

　

　
論

〈
縁

起

せ

る
存

在

と
実

在

〉

　

こ

こ
で

〔
対

論

者

が
〕

い

う
。

1

か

り

に
、

迷

い

の
生

存

(ぴ
冨

奉
)

は
他

に
依

存

し

て
生

ま

れ

出

る
も

の

(
因
縁
生
起
)

で
あ

る

か

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ら
旋

火

輪

〔
や
化

作

さ

れ

た
も

の
や
夢

〕

な

ど

の
よ

う

に
無

自

性

で

あ

る

と

す

れ

ば

、

そ

れ

で

は

こ

の
場

合

、

何

に
自

性

が

あ

り
得

る

か
。

　

〔
答

え

よ

う

。
〕

い

か
な

る
範

疇

的

存

在

(℃
巴

翼

訂

)

に
も
自

性

を

想

定

す

る

こ
と

は
出

来

な

い
。

と

い
う

の

は
、

そ

の

よ

う

な
類

の
範

疇

的
存

在

は
、

あ

ら

ゆ

る

場

合

に
認

め

ら

れ

な

い

(
不
可
得
)

か
ら

で
あ

る
。

す

な

わ

ち
、

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

③

　

　

お

お

よ

そ
存

在
物

(び
ゲ
餌
苺

)
が

他

の
ど

ん
な

も

の

に
も

依

存

し
な

い

の

で
あ

れ

ば

、

そ

の
実

在

性

(餌
ω§

奉
)

が

成

立
す

る

こ

と
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に
も

な

ろ
う

が

、

そ

れ

は

い
ず

こ

に
も

あ

り

え

な

い
。

(
一
)

　
す
な
わ
ち
、
も
し
も
あ
る
範
疇
的
存
在
が
成
り
立

っ
て
い
る

(巨
超
帥
葺
)
場
合
に
、

そ
れ
が
ど
ん
な
時
に
も
少
し
も
他
に
依
存
す
る

こ
と
が
な
い
と
す
れ
ば
、

こ
の
、

他

の
も

の
に
依
存
し
な
い
独
立
し
た
も

の

(¢≦
けm昌
欝
)
は
、

自
ら
の
み
で
存
立

し
て
い
る

(藁
㌣

奉
。・臣
ぽ
)
か
ら
、　

「自
性
と
し
て
実
在
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
想
定
す
る
の
が
正
し
い
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
し
か
し
、

お
よ
そ

「直
接

的
原
因

・
間
接
的
条
件
に
依
存
し
て
生
ず
る
も
の
が
、　

〈
他
の
も
の
に
依
存
す
る
こ
と
〉
が
な
い
」

と
か
、　

「〈無
因
な
る
〉

な
に
ら

か
の
範
疇
的
存
在
と
し
て
生
ず
る
」
と
か
い
う
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、　

〔自
性
と
し
て
あ
る
と
す
れ
ば
〕
無
因
の
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
範
疇
的
存
在
に
も
、

い
か
な
る
場
合
に
も
自
相

(の奉
旨
冒
)
は
あ
り
え
な
い
。
従

っ
て
、

い
か
な
る
も

の
に
も
自
性

は
な
い
、
自
性
が
な

い
の
だ
か
ら
自
性

と
し

て
の
成
立
は
、
ち
ょ
う
ど
旋
火
輪

の
よ
う
に
あ
り
え
な
い
、
と
決
定
さ
れ
た
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

二

、

瓶

と

色

形

〈
実

体

と

属

性

ー

一
ー

>

1
四
句
否
定

の
提
示
ー

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
④

　

仮

に
、

こ

れ

ら

の
範

疇

的

存

在

が

、　

「
旋

火
輪

〔
や

化

作

さ

れ

た

も

の
〕

な

ど

の
よ

う

に
、

欺

き

を

な

す

も

の

(
<
凶。・頸
ぢ
轟
号

訂
)

で

あ

り
、

欺

き

を

な

す

も

の

で
あ

る
か

ら

、

非

物

体

の
も

の

(9
奉
駐゚ε
冨

)

で
あ

る
」

と

い
う

の

で

は

な

い

と
す

れ

ば

、

道

理

に

よ

っ
て

吟

味

さ

れ

て

い
る

も

の
と

し

て

、

黄

金

の

よ
う

に
決

定

的

に

ま
す

ま
す

あ

り
あ

り

と
自

相

(ω<
餌
目q
も
⇔
)
が

認

め

ら
れ

る
も

の

と

な

る

で

も

あ

ろ
う

。

し

か

し
、

そ

れ

ら

は
、

誤

解

(
<
も
㊤
H
団
9
ω
鋤
)

に
基

づ

く

も

の

で
あ

る

か
ら

、

吟

味

(
<
団畠
邑

の
炎

に
焼

か
れ

て
自

相

無

き

も

の

に
至

ら

な

い

こ

と

は

な

い

の

で
あ

る
。

実

際

、

物

体

(
奉
。。ε

"
も

の
)

は
、

道

理

と
も

結

び

つ
か

な

い

↑

道
理
と
し
て
正
し
く
な

い
)
。

と

い
う

の

は
、

そ

れ

は
す

べ

て

の
場

合

に
欺

き

を
な

す

も

の

で
あ

る

か
ら

。
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だ

か
ら
こ
そ
、
論
師
は
物
体

へ
の
執
着
を
捨
て
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
引
き
続
き

「瓶
な
ど
に
は
自
相
は
あ
り
え
な

い
」
と
い
う
よ
う

に
、
道
理
を
説
く
。

　
　
色
形
こ
そ
が
、
瓶
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に

〔両
者
が
〕
同

一
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
色
形
を
有
す
る

〔色
形
と
は
〕
別
な
瓶
が
あ

　
　
る
の
で
も
な
い
。
瓶
に
色
形
が
あ
る
の
で
も
な
く
、
色
形
に
瓶
が
あ
る
の
で
も
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

(二
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑤

　
こ
こ
に
お
い
て
、
瓶

(σqド
琳⇔)
と
い
う
、
何
ら
か
の
範
疇
的
存
在
が
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
見
る
感
覚
器
官

の
認
識
対
象
で
あ
る

か
ら
、
色
形

(旨
窓
)
と
は
別
で
あ
る
の
か
、
別
で
な
い
の
か
、

の
い
ず
れ
か
と
考
え
ら
れ
よ
う
、
そ
の
う
ち
で
ま
ず

、

極端への執らわれ

　

〈
一
、
同

一
性
の
否
定
〉

　
　
色
形
こ
そ
が
瓶
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に

〔両
者
が
〕
同

一
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
(二
a
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

す
な
わ
ち
、
色
形
な
る
も
の
こ
そ
が
、
瓶
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
色
形
と
瓶
と
が
同

一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

と
い
う
の
は
、

仮
に
色
形
と
瓶
と
が
同

一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
色
形
の
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
瓶
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
す
べ
て

に
わ
た

っ
て
、

色
形
に
瓶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

熱

に
よ
る
変
化
で
生
じ
た
属
性

(冨
冨
冨
αq
仁据
)
が
現
れ
て

〔も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑦

と
の
〕
色
形
が
消
え
去

っ
た
と
き
、
瓶
も
消
滅
す
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
実
際

に
は
、

そ

の
よ

う
な
こ
と
は
起
こ
ら
な

い
。
従

っ
て
、
色
形
そ
の
も
の
が
瓶
で
あ
る
と
い
う
同

一
性
は
あ
り
え
な
い
。

〈
二
、
別
異
性
11
所
属
関
係
の
否
定
〉

　

さ

て
そ

こ

で
、

こ

の
難

を

避

け

よ

う

と

し

て
、

色

形

と

は
別

な
瓶

、

す

な

わ

ち
、
　

「
色

形

を
有

す

る
も

の
」

が
想

定

さ

れ

る

で
あ

ろ

う
。

そ

の
場

合

、

た

と

え
ぽ

、

牛

飼

い

(αq
。
ヨ
蝉
繋

牛
を
有
す
る
も
の
)

の
デ

ー

ヴ

ァ
ダ

ッ
タ
が

〔自

分

と

は
〕

別

な
物

で

あ

る

牛

た

ち
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を
伴

っ
て
い
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
と
い
う
、
こ
れ
も
不
合
理
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

　
　

〔色
形
と
は
〕
別
な
、
色
形
を
有
す
る
瓶
が
あ
る
の
で
も
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
二
b
)

　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
も

し
も
、
瓶
が
色
形
と
別
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

(瓶
)
は
、

色
形
と
無
関
係
に
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ぽ
、
牛
た
ち

と
別

な

〔牛
飼
い
の
〕
デ
ー
ヴ

ァ
ダ

ッ
タ
が
、
牛
を
離
れ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
ち
ょ
う
ど
そ

の
よ
う
に
、
瓶

も
色
形
と
無
関
係
に
得
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
に
は
得
ら
れ
は

し
な

い
。

従

っ

て
、
色
形
を
離
れ
て

(と
饗
臨
ユ
寄
⇔)
瓶
は
あ
り
え
な
い
、
無
い
以
上
、
現
に
あ
り
も
し
な
い
石
女

の
息
子
が

「
牛
飼

い
で
あ
る
」
と
は

言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
以
上

の
よ
う
に
し
て
、　
「瓶
が
色
形
を
有
す
る
」
と
い
う
の
も
不
合
理
で
あ
る
。

　

〈
基
体
と
保
持
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
の
否
定
〉

　
別

で
あ
る
と
い
う
こ
と

(§
饗
言
費

別
異
性
)
が
、

あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、

色
形
と
瓶
と
は
、

基
体
と
そ
れ
に
保
持
さ
れ
る
も
の

と

(鑑
訂
挙
巴
冨
閤
)
の
想
定

(パ巴
冨
温
)
に
よ

っ
て
も
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、

　
　
瓶
に
色
形
が
あ
る
の
で
も
な
い
し
、
色
形
に
瓶
が
あ
る
の
で
も
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(
二
c
d
)

　
色
形
と
瓶
と
が
別
異
し
て
い
る

(§
饗
な
p
"
別
異
性
が
あ
る
)
と
い
う
場
合
は
、

「窺
に
色
形
が
あ
る
」
と
い
え
よ
う
、

た
と
え
ば
、

「
コ
ッ
プ
に
ヨ
ー
グ
ル
ト
が
あ
る
」
と
言
う
よ
う
に
。
ま
た

「色
形
に
瓶
が
あ
る
」
と
も
い
え
よ
う
、
た
と
え
ば
、　

「莚
上
に
デ
ー
ヴ

ァ
ダ

ッ
タ
が
い
る
」
と
言
う
よ
う
に
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な

〔色
形
と
瓶
と
が
別
々
で
あ
る
こ
と
、
従

っ
て

「瓶
に
色
形
が
あ
る
」

な
ど

と
い
う
〕
こ
と
は
現
実
に
は
な
い
の
だ
か
ら
、
瓶
は
自
性
と
し
て
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
自
性

の
存
在
し
な

い
も

の
は
、
旋

火
輪

な
ど
の
よ
う
に
、
自
性
空
な
の
で
あ
る
。

　

〈別
解
釈
ー
ア
ー
ト
マ
ン
と
五
緬
に
関
連
し
て
ー
〉

　
あ

る
い
は
ま
た
、
た
と
え
ば
、

ア
ー
ト
マ
ン

(凶§
碧
"
我
)
が

〔五
つ
の
〕
構
成
要
素

(。・密
口
穿
菩

"
薙
)
で
は
な

い
。

と
い
う
の
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極端への執らわれ

は
、　

〔
も

し

ア

ー

ト

マ
ン
が

五
慈

で
あ

れ

ば

〕

行

動

主
体

た

る

ア
ー

ト

マ

ン
と
行

動

を
取

る
質

料

因

(后

巴
習

碧

身
体
)
と

が

同

一
で

あ

る

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま

う

か
ら

。

ま

た

〔
五
〕

慈

と

同

じ

く

〔
ア

ー

ト

マ
ン
も

〕

生

滅

す

る
も

の
と

な

る

か
ら

、

そ

し

て

ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑨

た

ア
ー

ト

マ

ン
が
多

数

の
も

の
と

な

る

か

ら

で
あ

る
。

ち

ょ
う

ど

そ

れ

と

同

じ

よ

う

に
、

瓶

も

色

形

な

の

で

は
な

い
。

と

い
う

の

は
、

〔
ア

ー

ト

マ

ン
と

構

成

要
素

(身
体
)
と

の
関

係

と
同

じ

よ

う

に

あ

る

と

す

る

と
、
〕

質

料

因

(色
形
)

と

そ

の
主
体

(瓶
)
と

が

同

一

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑩

と

い

う

こ

と

に

な

っ
て

し

ま

う

か

ら

、

ま

た
質

料

因

が
多

数

で
あ

る

こ
と

か

ら

瓶

も
多

数

と

い
う

こ
と

に
な

っ
て
し

ま

う

か

ら

で

あ

⑪る
。

　

さ

ら

に

ま

た
、

た

と

え
ぽ

、

ア

ー

ト

マ

ン
は

〔
五
〕

蔽

と

別

な

の
で
も

な

い
、
　

〔も

し

別

々
だ

と

す

る

と
〕

そ

れ

ぞ

れ

が

独

立

に
認

め
ら

れ

る

こ
と

に
な

っ
て

し

ま

う

か

ら
、

ま

た
無

因

生

の
も

の
と

な

っ
て

し

ま

う

か

ら
。

ち

ょ
う
ど

そ

れ

と

同

じ

よ

う

に
、
瓶

も

色

形

を

離

れ

て

は
あ

り

え

な

い
。

と

い
う

の

は
、

そ

れ

ぞ

れ

独

立

で
認

め

ら
れ

る

こ

と

に

な

っ
て

し

ま

う

か

ら
、

ま

た
無

因

生

の
も

の
と

な

っ
て

し

ま
う

か

ら

で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑫

　

ま

た

、

た

と

え

ば

、

ア

ー

ト

マ
ン
と

〔
五
〕

慈

と

の
同

一
性

・
別

異

性

と

い

う
想

定

(惹

ぽ
§

鋤
選

言
肢
)

が

あ

り

え

な

い

の

で

あ

る

か

ら

、　

「
ア

ー
ト

マ

ン
が

慈

(
身
体
)

を
有

し

て

い
る

」

と

は
言

え

な

い
。

ち

ょ
う

ど

そ

れ

と

同

じ

よ

う

に
、

色

形

と
瓶

と

の
同

一

性

・
別

異

性

と

い
う

想

定

が

あ

り

え

な

い

の

で
あ

る

か
ら

、　

「
瓶

が

色

形

を
有

す

る
」

と

は
言

え

な

い

の
で

あ

る
。

　

ま

た

、

た

と

え

ば

、
　

〔
五
〕

慈

(
身
体
)
と

の
同

一
性

・
別

異

性

と

い
う

想

定

が

あ

り

得

な

い

こ
と

か
ら

「
ア

1

ト

マ
ン

に

〔
五
〕

　

　

　

　

　

　

⑬

慈

が

あ

る
」

と

か

、　

「
〔
五
〕

慈

に

ア

ー

ト

マ

ン
が

あ

る
」

と

い

う
、

両

者

と

も

不

合

理

で
あ

る
。

ち

ょ
う

ど

そ

れ

と

同

じ

よ

う

に
、

「
瓶

に
色

形

が

あ

る

」

と

か

、

ま

た

「
色

形

に
瓶

が

あ

る
」

と

い
う

、

二

つ

の
想

定

は
あ

り

え

な

い

の

で
あ

る
。

　

さ

ら

に

、

色

形

に
関

連

し

て
瓶

に
対

す

る

四
種

の
想

定

(選
言
肢
)

が

あ

り

得

な

い
、

そ

の

よ
う

に
あ

ら

ゆ

る
表

象

の
因

(<
己
富

,

旨

冨
屋
据

)

に
関

す

る
四

種

〔
の
選

言

肢

〕

が

あ

り
え

な

い

の

で
あ

る

か

ら
、

瓶

は
自

相

と

し

て

あ

り

え

な

い
。

瓶

が

自

性

と

し

て
無
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い
の
と
同
じ
よ
う
に
、

吟
味
さ
れ
て
い
る

(B
噌αq饗
5
餌彊
)
す
べ
て
の
諸
存
在

(び訂
く書
)
も
ま

た
、

自
性
と
し
て
あ

り
得
な
い
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　
以
上
か
ら
、

〔十
三
章
末

に
示
さ
れ
た
ご
と
く
〕　
「
こ
の
迷
い
の
生
存

(げ
冨
奉
)
は
旋
火
輪

〔や
化
作
さ
れ
た
も

の
〕
な
ど
と
同
じ

よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
確
定
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
、

瓶

と
実
在

〈
実

体

と
属
性

-

二
i
>
1
別
異
性

(属
性
)
と
普
遍
に
関
連
し
て
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

こ

こ

で
、

あ

る
人

々
が

言

う

。

-

色

形

(円
自
噂
β◎
)
と

瓶

(陰

鋤
卿餌
)

と

に

は

別
異

性

(
§

巻
酔奉

他
性
)

は
無

い
で
あ

ろ

う
が

、

そ

れ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
⑯

で
も

「
存

在

」
　

(ぴ
冨

奉
11
実
在
)
と

瓶

と

に

は
、

別

異

性

が

あ

る
。

な

ぜ

な

ら
、

我

々

の
考

え

で

は
、

瓶

と
実

在

性

(。。舞

似)

と

は
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑰

別

々

の
も

の
に

ほ

か

な

ら

な

い
か

ら

で

あ

る
。

実

際

、

「
実

在

性

」

と

は
、

広

義

の
普

遍

(ヨ
⇔
冨

鼠
ヨ
鋤
起

餌
ぢ
)

で
あ

り

、

瓶

は
、

特

殊

な

る
実

体

(課

①
覗。

脅
奨

鴇

ぢ
)

で
あ

る
。

そ

れ

が

実

在

性

と
結

合

す

る

(
。・聾

曙
。
αq
螢
)

か

ら

、　

「
あ

る

(聾

)
」

と

説

か
れ

る
、

と

。

　

彼

ら

に
答

え

よ

う
。

　

　

両

者

の
異

相

を

見

て

瓶

が

「存

在

」

と

別

異

の
も

の

で
あ

る
と

す

れ

ば

、

　

　
同

じ

よ

う

に

、　

「
存

在

」

も

瓶

と

別
異

の
も

の
と

ど

う

し

て

な

ら

な

い
だ

ろ
う

か
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(
三
)

「
瓶

な

ど

の
実
体

に
随
伴

(§

信
く
噌
三
)
す

る
性

質

が

あ

る

か
ら

、

〈
存

在

〉

は
普

遍

で

あ

る

が

、
瓶

は
、

排

除

(
ぐ
轟

ぐ
唄
三
)

す

る

性

質

の
も

の
で

あ

る

か

ら

、

特

殊

(
<
　qo①
oo9
)

で
あ

る

。
」

と

い
う

よ
う

に
、

も

し
も

そ

れ

ら
両

者

の
、

す

な

わ

ち

「
存

在

」

と

瓶

と

の
異

相

を

見

て
瓶

が

「
存

在

」

と

別

異

の
も

の

⑤
口
饗
)

で
あ

る
と

す

れ
ば

、

ま

さ

に
同

じ

よ

う

に
異

相

が

あ

る

の
だ

か

ら

「存

在

」

が

瓶

と
も

別

異

で
あ

る

と

ど

う

し

て

な

ら

な

い

で
あ

ろ

う

か
。

し

た

が

っ
て

ま

た

、

別

異

で

あ

る

と

い
う
知

と

言
葉

が

生

ず

る

原

因

で
あ

る
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⑱

別

異

性

(⇔
口
団
葺
奉
)

は
、

下

位

の
付

随

す

る

と

い

う
性

質

の
も

の

⑤
囁
冨
日

き

信
轟
けニ
ド
冨
岩

ρ
ぢ
)
と

想

定

す

べ

き

で
な

い
1

異

相

の

も

の
と
い
う
だ
け
か
ら
別
異
と
い
う
知
と
言
葉
が
生
ず
る
こ
と
が
成
り
立
つ
か
ら
と
い

っ
て
。
し
か
も
、
別
異
性
は
下
位

〔
の
普
遍
〕

で
あ

る

(⇔℃⇔目PHP
9昌
団餌けく9
ぢ
)
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
場
合
、　

「存
在
」

と
瓶
と
の
異
相
に
基
づ
く

別
異
性

は
あ
り
え
な
い
。

従

っ
て
、　
〈
両
者
の
異
相
を
見
て
瓶
が

「存
在
」
と
別
異

の
も

の
で
あ
る
〉

(三

・
a
b
)
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

た

と
え
ば
、

「存
在
」

は
随
伴
す
る
性
質
が
あ
る
こ
と
か
ら
瓶
と
は
別
異
で
あ
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
別
異
性
も
ま
た
随
伴

す
る
性
質
が
あ

る
こ
と
か
ら
瓶
と
は
別
異
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
そ
の
別
異
性
に
、
下
位
の

⑤
窓
冨
日

?
)
別
異
性
、
す
な
わ
ち
別
異
で
あ
る
と

い
う
知
と
言
葉
が
生
ず

る
原
因
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

〔複
数
の
〕
別
異
性
に
無
限
遡
及

(巷
母
饗
奉
鼠
冨
)
の
誤
り
が
あ
る
こ
と

に
な

る
。

　
も

し
別
異
性
な
し
に

(別
異
性
と
無
関
係
に
)
別
異
と
い
う
知
が
別
異
性
に
存
在
す
れ
ば
、

そ

の
場
合
、
他

の
所
に
も
存
在
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
か
ら
、
従

っ
て
、
な
ん
の
作
用
も
な
さ
な
い
別
異
性
を
想
定
し
て
も
無
意
昧
で
あ
る
。
別
異
性
が
な
い
以
上

は
、

い
か
に
し

て
も
何
物

に
も
別
異
性
が
あ
り
え
な
い
と
、
確
定
さ
れ
た
。

極端への執らわれ

　

〈
結

合

銘

目
嘱
o
oq
9

に
関

し

て
〉

　
さ

ら
に
ま
た
、

次

の
よ
う
に
考
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
i

い
か
な

る

(犀
陣葺

⇔
富
)
実
在
性

(。・舞
餌)
に
別
異
性

と
の
結
合
が
あ

る
だ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
別
異
と
な
る

(き
嚇
亭
口冨
)　
〔実
在
性
〕
に
あ
る
か
、

あ
る
い
は
別
異
な
ら
ざ
る

(碧
き
巻
年
口邑

　
〔実

在
性
〕
に
あ
る
か
、
の
い
ず
れ
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
(
1
)
　
も
し
も
別
異
と
な

っ
て
い
る

〔実
在
性
〕

に
、

で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
、
別
異
性
と
の
結
合
が
無
意
味
な
も
の

(<
旨
詳
訂
)

と
な
る
。
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(
2
)
　

あ

る

い

は
、

別

異

な

ら

ざ

る

〔実

在

性
〕

も

の

に

〔
別

異

性

と

の
結

合

が

あ

る

の
〕

で
あ

れ

ぽ

、

そ

の
場

合

も

相

対

立

す

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

別

異

性

と

の
結

合

で
あ

る

か
ら

、

別

異

性

と

の
結

合

は
得

ら

れ

な

い
。

　

さ

ら

に
、

別

異

性

が

な

い

の
だ

か
ら

、　

「〈
存

在

〉

が

瓶

と
別

異

で

あ

る
」
　

(三

.
c
)

と

い
う

こ
と

は
正

し

く

な

い
。

　

　

　

　

　

⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　

し

た
が

っ
て
、

世

間

で

は
誤

っ
た
見

解

を
正

し

い
認

識

と

し

て

用

い
て

、　

「
瓶

の
本

相

(陰

p
箪

。。<
胃
口
窓

?
)

は
、

実

在

と

い
う

知

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
⑳

と
言

葉

が

生
ず

る

原

因

で
あ

る

の
だ

か
ら

、

存

在

(げ
ゲ
帥
奉
)

で
あ

る
」

と

確

定

さ

れ

て

い

る
が

、

そ

れ

(叛
)
が

色

形

(旨
窟

)

に
ょ

っ
て

四
種

に

亘

っ
て
吟

味

さ

れ

て

い
る

と
き

、

そ

れ

に

は

自

性

が

あ

り

え

な

い

と

い
う

よ
う

に
、

真

理

を
知

る

者

に
基

づ

い
て

、

瓶

は
、

旋

火

輪

な

ど

の
よ

う

に
、

自

性

空

で
あ

る

と
決

定

さ

れ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
、
瓶

と

一
な

る

こ
と

〈
実

体

と
属

性

ー

三
i
>
1

「実
体
を
拠
り
所
と
す
る
属
性
」
に
つ
い
て
ー

　
こ
こ
で
、　

〔対
論
者
が
〕
い
う
。
ー

疵
は
ま
さ
に
実
在
す
る
。
属
性
の
拠
り
所
で
あ
る
か
ら
。
と
い
う
の
は
、
実
在
し
な
い
も

の

が

「
属

性

の
拠

り

所

」

で
あ

る
と

い
う

こ
と

は
、

現

実

に
経

験

さ

れ

な

い

(麸

山
漫

菩

)

か

ら

で
あ

る
。

そ

し

て
、　

コ

つ
の
瓶

、

二

つ

の
瓶

L

と

い
う

よ

う

に
属

性

の
拠

り

所

で
あ

る
瓶

は
存

在

し

て

い

る

の

で
あ

る
。

一
つ
と

い
う

こ

と

(
Φ犀
鉾
く
9

一
性
、
同

一
性
)
な

ど

は

、
属

性

(σq
后

螢
)

と

い

う
範

疇

に
含

ま
れ

、

瓶

は
実

体

(費
⇔
越

僧
)

で
あ

る
。

そ

し

て
、

諸

々

の
属

性

に

は
実

体

を

そ

の
拠

り

所

と

し

て

い

る

と

い

う

こ
と

が

あ

り

、

そ

れ

ゆ

え

に

、
瓶

は
、

ま

さ

し

く
存

在

す

る
、

属

性

の
拠

り

所

で
あ

る

の
だ

か
ら

。

と

。

　
こ
れ
に
つ
い
て
答
え
よ
う
。
1

汝
の
考
え
で
は
、

も
し
も

一
な
る
も
の
が
瓶
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
瓶
も

一
な
る
も
の
と
し
て
生
ま
れ
な
い
。

(
四

a
b
)

も

し
も

、

汝

が

、

範

疇

的

存

在

(℃
巴
弩
鼻
9
)

の
区

別

か
ら

、　

二

な

る
も

の

(
属
性
)

が
瓶

(実
体
)

で

は
な

い
L

と

考

え

る
な

ら
、
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そ

の
場

合

に
も

瓶

も

一
な

る
も

の
と

し

て
あ

り

え

な

い
。

た
と

え

ば

、

一
性

、

す

な

わ

ち

一
と

い
う
数

(属
性
)
が

瓶

で

は
あ

り
え

な

い
、

ち

ょ
う

ど

そ

の
よ

う

に
、

実

体

性

と

い
う

点

で
、
　

一
と

い

う
数

と

は
別

(℃
唄夢
爵

)

で
あ

る

か
ら

、

瓶

も

ま

た

一
な

る
も

の

で

は

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑳

な

い
。
　

「
二

つ
と

い
う

こ
と

(匹
く
博婁
⇔

二
性
)
な

ど

の
よ

う

に
」

と

い
う

意

味

で
あ

る
。

　

あ

る

い

は
ま

た

、

一
と

い
う

数

は
、

そ

の
、

一
な

る
姿

③
匿
昌
冨
)

の
瓶

に

つ

い
て
想

定

さ

れ

る

か

、
多

様

な

る
姿

の

〔
の
瓶

〕

に

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

㊧

つ
い

て
想

定

さ

れ

る

か

の
い
ず

れ

か

と

な

ろ

う
。

も

し
も

一
な

る
姿

の
も

の
に

つ

い
て

で
あ

れ
ば

、

一
性

の
想

定

は
ま

さ

し

く
無

意

昧

な
も

の
で

あ

り
、

も

し

も

多

様

な

る
本

性

の
も

の

に

つ

い

て

で
あ

れ

ば

、

そ

の
場

合

も

〔
一
つ

の
瓶

と
〕

矛
盾

す

る

こ
と

に
な

る

か

ら
、

ま

さ

し
く

不
合

理

と

な

る
。

従

っ
て

、
世

間

一
般

に
お

い
て

、

他

の
も

の
が

近

接

し

て

い
な

い
、

瓶

そ

の
も

の

(
警
。
膚

口
窟
)

に

つ
い

て

一
と

い
う

想

定

(
犀
巴
冨
鼠

)

が

あ

る

と
知

る

べ

き

で
あ

る
。

　
そ

こ
で
、
　
〔対
論
者
が
〕
反
論
す
る
で
あ
ろ
う
ー

「も
ろ
も
ろ
の
属
性
は
実
体
を
拠
り
所
す
る
も

の

(晋
帥
く愚
玲
亀
冒
)
で
あ
る
と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑳

み

な
す

の
だ

か

ら
、

一
性

と
結

合

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

一
な

る
瓶

こ

そ

が

あ

り

う

る

の

で
あ

っ
て

、

瓶

が

一
性

で
あ

る

の

で

は
な

い
。
」

と
。

　
こ
れ
に
答
え
よ
う
。
i

極端への執らわれ

こ
れ
は
、
同
種
の
も
の
の
結
合
で
は
な
い
、
だ
か
ら

一
な
る
も
の
も
生
じ
な
い
。

(
四

c
°b
)

　

結

合

と

は
、

同

種

の
も

の

(
qog
HP
O
)

に
あ

り
得

る

の

で
あ

っ
て
、

異

種

の
も

の

(
<
匿

ヨ
僧
)

に

で

は
な

い
。

〔
た

と

え
ば

、
結

合

は
、

二
種

の
も

の

に
存

立

す

る

か

ら
、

二
人

の
兄

弟

の
中

に

お

い

て

兄
弟

た

る

こ

と

と
結

合

す

る

の

で
あ

っ
て

、

そ

れ
ぞ

れ

一
方

に

で

は
な

い
、

そ

の
よ

う

に

で
あ

る
。

〈
一
つ
〉

と
、

瓶

二

つ
と

は

(
「
一
と
瓶
と

の
二
は
」

か
)
同

種

の
も

の
で

な

い
、

ま

さ

に
瓶

が

一
性

と
結

合

す

る

か

ら

で
あ

り
、　

一
性

が
瓶

と
結

合
す

る

の
で

な

い
か

ら

、

ま

た

属

性

が

実

体

を

拠

り

所

と

し

て

い

る

か
ら

で
あ

る
。
〕

こ

こ

に
お
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⑳

い
て
は
、　

「
一
つ
」
が
属
性

で
、
瓶
が
実
体

で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
体
と
属
性
と
が
同
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、

両
者

の
結
合
は
あ
り
え
な
い
、
結
合
が
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
、　
コ

性
と
結
合
し
て

一
な
る
瓶
が
あ
る
L
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

な
い

の
で
あ
る
。

も
し
も
こ
こ
に

↑

両
者
に
)
結
合
が
み
ら
れ
れ
ば
、

瓶
が

コ

L
と
結
合
す
る
こ
と
に
な
り
、　

コ

L

が
瓶
と
も

結
合
す
る
こ
と
に
も
な
る
で
も
あ
ろ
う
が
、

実
際

に
は
そ
れ

↑

結
合
)
は
そ
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
。

従

っ
て
両
者

の
結
合

こ
そ
が

あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
結
合
が
な
い
の
だ
か
ら
、　
コ

L
な
る
も
の
が
瓶
で
も
な
い
し
、
瓶
が

コ

L
な
る
も

の
で
も
な
い
の
で
あ

る
。

　
か
く
し
て
、

こ
こ
に
お
い
て
、

詩
頒
の
前
半
で
結
合

(団
Oσq曽)
を
容
認
し
た
上

で
論
難

(含
留
智
)
を
述

べ
た
の
に
対
し
、

後
半
で

は
結
合
が
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
点

で
の
論
難
を
述
べ
た

の

で
あ

る
。
　
「～
も
」

(巷
陣)
と
い
う
語
は
、

論
難
の
根
拠
を
列
挙
す
る

(器
目
9
$
饗
H
並
列
接
続
的
用
法
)
意
味
の
も
の
で
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

五
、

色

形

と
大
き

さ

〈
実

体

と
属

性
-

四
1
>
ー
分
量
と
い
う
属
性
に
つ
い
て
ー

　
さ
ら
に
ま
た
、
他
派
に
お
い
て

(℃震
帥器
目
⇔器
1ー
勝
論
派
)
次
の
よ
う
な
全
く
不
合
理
な
こ
と
が
見
ら
れ
る
。
i

「諸

々
の
属
性
は

⑳実
体
を
拠
り
所
と
し
て
確
立
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
あ
る
特
殊
の
属
性
が

(諸
々
の
)
属
性
を
拠
り
所
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
。
」

と
。

逆
に
、　
(諸
々
の
)
属
性
に
つ
い
て
も
属
性
を
拠
り
所
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

正
し
い
の
で
あ
る
。

こ
の
世
間

で
は
、

瓶
が
あ

る
大
き
さ
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
拠
り
所
と
す
る
そ
の
限
り
の
大
き
さ
の
色
形
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
従

っ
て
、
実
体
と
同
じ
く

色
形

に
も
粗
大
性
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
し
も
実
体
が
あ
る
限
り
の

〔そ
の
大
き
さ
の
〕
色
形
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
色
形
が
大
な
る
も
の
と
ど
う
し
て
な
ら
な
い
の
か
。
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(五

a
b
)

　
も

し
も
実
体
の
あ
る
限
り

の
、
す
な
わ
ち
実
体

の
長
さ

・
奥
行
き

の
集
合
が
あ
る
場
合
、
そ

の
限
り
の
色
形
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
色

形
に
も
そ
の
限
り
の
同
じ
大
き
さ

・
奥
行
き

の
集
合
が

あ

る
と
、
対
論
者
は
考
え
る
。

そ
の
場
合
、

必
ず
や
極
微
と
か
大
な
る
実
体

に
、
色
形
と
し
て
も
そ
の
同
じ
極
微
と
か
大
な
る
も

の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
従

っ
て
、
実
体
と
同
じ
く
色
形
に
つ
い
て
極
微
な
る
と

か
大
な
る
と
か
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
な

い
と

い
う
、
こ
の
こ
と
に
い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
あ
る
い
は
こ
う
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
1

色
形
は
属
性
で
あ
り
、
極
微
性
も
大
な
る
性
質
も
ま
さ
に
属
性

で
あ
る
が
、
し
か

し
、
属
性
に
属
性
の
集
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う

の
が
我
々
の
立
場
で
あ
る
。
従

っ
て
、
も
し
実
体
が
あ
る
限

り
の
同
じ

〔大

き
さ

の
〕
色
形
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
で
も
教
義
に
反
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
色
形
に
極
微
性

・
大
な
る
性
質
は
な
い
と
い
う
の

で
あ

る
、
と
。

　
答
え
よ
う
。
i

も

し

も

、

身

内

の
も

の

(o
娼
母
p
)
が

対

論

者

で
あ

れ

ば

、

そ

の
立

場

(
学
説

・
教
義
)
が

語

ら

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

(
五

c
d
)

極端への執らわれ

　
す

な
わ
ち
、
も
し
も
汝
の
身
内

の
も
の
が
対
論
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

(学
説

・
教
義
)
が
相
手
を
拒
斥
す
る
効
力
が
あ

る

の
で
あ

る

か
ら
、
汝

の
教
義
を
語
る
こ
と
が
相
手
を
退
け
る
の
に
合
理
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
派

(喝霞
蝉)
が
対
論
者

で
あ
れ
ば
、

彼
に

対
し
て
学
説
と
の
矛
盾
を
語
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
に
は
教
義

・
学
説
の
否
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
道
理

(岩
窪
)
と
世
間

一
般
と
の
矛
盾
を
語
る
こ
と
が
彼

に
対
し
て
は
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

35



う
す

る
こ
と
に
ょ

っ
て
、
彼
を
退
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
か
ら
。
従

っ
て
、
ア
ー
ガ
マ
と
の
矛
盾
を
語
る
こ
と
は
、

ま
さ
に
反
駁
に

な
ら
な
い
も
の

(回
答
に
な
っ
て
い
な
い
も
の
)
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
そ
の
過
失
は
不
動
の
ま
ま
残

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
存
在
と
瓶
と
の
別
異
性

(き
団
9
奏
)
は
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
実
在
性

(。・葺
警

同

一
性
?
)
と
別
異
性
の
否
定
に
よ

っ
て
そ
れ
以
外
の
瓶
性
な
ど
、
共
通
し

た

〔
属
性
〕
と
特
殊
な

〔属
性
〕
の
否
定
も
理
解
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
数
な
ど
の
よ
う
に
共
通
属
性
に
つ
い
て
、
大
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

性
質
な
ど
の
よ
う
に
特
殊
属
性
に
つ
い
て

〔否
定
が
知
ら
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
〕。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(未

完
)

36

註
①
　

『中
論
』
　
(
さ

§

憲

ミ
寒

寒

禦
隷
釦
)

の
帰
敬
偶

に
、
八
不
中
道

の
縁
起
が
示
さ
れ
る

の
は
、
余

り
に
も
名
高

い
。

　
②

『提
婆
菩
薩
伝
』

(
大
正
蔵
経

、
二
〇
四
八
番

、
巻

五
〇
、

一
八
六
下
-

一
八
八
上
)
な
ど
参
照
。

　
③

関
連
す

る
文
献

に
つ
い
て
は
、
佐

々
木
恵
精

「
↓
冨

O
訂

営
霞

く

o
{
爵
。
Ω
ミ
魯

軌ミ
寒

駄
禽
讐
合

o
同
臣
①

凄

ミ

穿

蕊
辱

ミ

孚

§
誌

馬

　
　
ξ

詞
運
巴
①
奉
」
　
(
『
池
坊
短
期
大
学
紀
要
』

翫
8
、

昭
和

五
十
三
年

、

四
九
-

四
八
頁
)

に
、

望

ぴ
ぎ

σq
麺
嘗

矯

き

α

⇒
び
耳
o
<
§

δ
霧

と

　
　
し
て
示
し
て
い
る
の
で
、

略
す

る
。

略
称
記

号
も

「
同
」

に
よ
る
。

な
お
、　

『
四
百
論
』

本
偶

の
み
の
研
究
成
果
と
し
て
、

国
霞
窪

ピ
碧

αq
噛

　
　
誠
遷
勘
§

§

.防
9

、蚤

§

ぎ

§

§

bu
。
ミ

§

§

.勉
9

ミ
§

§

§

さ

ミ

§

"

姿

§

隷
壽

馬

(H
包

昇

。

ω
ε
侮
即霞

く
口
y

　
　
O
o
需
夢

⇔
αq
①
づ
"
諺
吋
巴
o巳

。゚パ

閏
g
ド
αq
弘
O
◎。
q

が
あ

る
。

　
④

山

口
益

「
月
称
造

『
四
百
観
論
釈
論
』

の
序

に
つ
い
て
」

(
『
中
観
仏
教
論
放
』
東
京

、

一
九
四
四
年

、

一
九

六
五
年
再
、

一
六
九
頁
以
下
)
、

　
　
前
掲

の
佐

々
木

「
同
」
等

、
参
照
。

　
⑤

瓜
生
津
隆
真

「
ア
ー
リ

ャ
デ

ー
ヴ

ァ
の
王
道
論
ー

『
四
百
論
』

の
第

四
章

に
つ
い
て
t

」

(
『
中
村
元
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
ー
イ

ソ
ド

　
　
思
想
と
仏
教
1
』
東
京

、
昭
和

五
八
年

、
二
五
五
ー

二
七

一
〇
頁
)
、
同

「
無
常

と
死
1

『
四
百
論

』
第

一
章

に

つ
い
て
1
1

　
(
『
仏
教
文
化

　
　
研
究
紀
要
』
第

五
、
京
都

、
昭
和

六
〇
年

、
七

ご
ー
九
六
頁
)
、
同

「
肉
体
と
苦
1

『
四
百
論
』
第

二
章

に

つ
い
て
ー

」

(
『
同
』
第

六
、

二

 　
　
三
-

四
八
頁
)
、
同

「
不
浄
観
と
女
性
1

『
四
百
論
』
第
三
章

に

つ
い
て
l
」

(
『
同
』
第

五
、
八

一
-

一
一
一
頁
)

に
、
本
論
第

一
～

四
章

の
詩

　
　
頒

の
和
訳
と
月
称
注
釈

に
ょ
る
概
説
が

示
さ
れ

る
。

　
⑥

佐

々
木

「
菩
薩

の
振
舞

い
」

(
『
池
坊
短
期
大
学
紀
要
』
第

12
号

、
京
都
、
昭
和
五
七
年
、

19
-

30
頁
)
及
び
、

「
同
(
2
)
」

「
同
(
3
)」
「
同

　
　

(
4
)
」　

(
『
同
』

第
13
、
15
、

17
号
所
収
)

に
、
第
五
章

の
和
訳
あ

り
。



極端への執らわれ

⑦

中

ミ
§

蕊
§

自
§

(巴
」
)
o
ぽ

く
o
濠

①
勺
o
葛
の凶昌
)
噂

,
8
曾

昌
0
8

£

]≦
昌

(
9

ミ

ぎ

趣
ミ

篤
ミ

毯
§

醤
巷

自
§

さ

§

セ
自
ミ
寒

宇

　

ミ

ミ

ソ

ぎ

富

鵡
ρ

な
ど
参

照
。

⑧

前
註
⑦

に
挙
げ

る
注
記

に
も
関
説
さ
れ

る
が
、
卜
蜘
ミ
§

ミ

ミ
寒

駄
3

0
F

9
。。
。り
O
。
(
象

譜
智

(①
山
゜
津
巴

冨
口
)
"
や
N
。。。。
)

に
、

十
種

の
煩

　

悩

(⇔
ロ
鼠
9
旨

十
随
眠
)

を
説
く
中

で
、
五
見
を
あ
げ
、

碧

雷
αq
H
農
巴

誘
怠

を

砥縁
く
簿
㌣
口
。停

。審

・晋
牲

と
し
て
解
説
す
る
。

パ
ー
リ
仏
典

　

に
も
、
ω
゜
乞
゜
口
」
8
諺
゜
客

H°
μ
鰹

な
ど

に
見
ら
れ

る
。

⑨

た
だ

し
、

『
四
百
論
』
本
偏

は
、

チ
ベ

ッ
ト
訳

に
て
全
文
、
得

ら
れ

る
が
、
梵
本
が
全
体

の
四
割
程
度
し
か
な
い
の
で
、
厳

密

に
は
、
断
定

で

　

き
な
い
。
し
か
し
、
梵
本
断
簡

か
ら
そ

の
よ
う

に
推
定

で
き
よ
う
。

⑩

『
中
論
』

第
十
ー

十

一
偶
。

チ
ャ
ン
ド

ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
注
釈

(
困
ぎ

鶏
§

愚

喬
§

い
℃
b
り

津

)

に
、
常
住

・
断
滅

の
見
解

を

密
珍
p。宇

　
山
9
昧
碧

p。
嵐
91
珍
9
㌣
<
毘
9
　
(
同
じ
く
、
g
o
ゲ
&
㌣
)

と
し
て
あ
げ

て
釈
す
る
。

　
　
器
仲同二

駄撒
話
冨
oq
H臣

o
温

の紳則蔓

ロ
8
ゲ
&
巴
霞
蹄
冨

ヨ
＼
鼠
ω目
&

霧
件凶言
§

蓼
仲才
Φ
口
毅
ユ
器
欝

託
8
5
碧

魯

ミ

　
　
器
識

矯
巴

伍
ま

・゚
奉
げ
冨

く
Φ
暴

づ
9
冨
u

u
鋤
・゚け団ユ

弧
撒
毒
欝
ヨ
＼
口
91
°・け凱
鋤
巳
目

僧
亭

O
信
母
奉

目

津
矯

仁
8
ゲ
&
魯

嶺
9・°・
巴
屈
8
ミ

　

『
同
』
第
十
八
章
第

十
ー
十

一
偏

も
、
同
じ
主
題
を
扱
う
。

⑪

即

磯
孚
b。
認
p
禽

U
・
磯
巴
b。
冨
H・
、.諺
三
麟・
oq
H
夢
9
鴇
櫛
蔚
。
爵

Φ
窪

響
⇔
口
巴
舞
澄
昌
9。
、、
と
還
梵

で
き
る
。

⑫

梵
本
断
簡

で
は
、
第
九
、
十
三
、
十
五
章

の
み
、
そ

の
表
題
が
確

か
め
ら
れ
る
。
そ
れ

ら
は
、

　
　
O
F

O
"
巳
蔓
91腎
訂

鴇
9
♂
巴
ゲ
o
口
鋤
ヨ
四
ロ
o
<
9
日
9
日

肩
9
冨

罠
据

ヨ

　
　
O
F

hQ。
鱒
げ
砕
ぐ
貯
臣
9。鷲
象
㎡
Φユ
ゲ
o
ロ
ロ
目
9
貯
好
o
蟄
紗
ぢ

鷲
⇔
犀
鋤
H
9
起

目

　
　
O
び
゜
旨
"
。・卑
日
・゚貫

け母
臣
巷

H9
同噸巴

げ
o
口
9ー
ヨ
p
℃
骸
o
巴
菰
鋤
日

肩
爵
鉾
岩

僧
目

　
と
あ
る

(
缶
℃
ω

℃
や
蔭
。。
9
Hρ
α
8
°
b。
ど
α
μ
↑
。。
)
。

従

っ
て
、

現
存
す
る
梵
本
断
簡

で
は
、

..窪

響
碧

似
(
・傷
貧
鐙
葛

)
、、
な
る
語

は
欠
落

し
て

い

　

る
。
本
論

の
前
半

八
章

に
も
、
喩
例

の
あ
げ
方
、
注
釈
者

チ
ャ
ソ
ド

ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
自
身

の
詩
頒
が

各
本
頬
釈

の
末

に
付

さ
れ
る
こ
と
、
経
典
か

　
ら

の
引
用

の
有
無
な
ど

に
、
チ
ベ

ッ
ト
訳
と
梵
本
と
の
間

の
、

全
体

に

一
貫

し
た
相
違
が
見
ら
れ
る
。

そ

の
理
由

は
、

今

の
所
不
明
。

佐

々
木

　

「
菩
薩

の
振
舞

い
」

の
注
な
ど
、
参

照
。
な
お
、
題

名
に
、　
「
…
修
習
…
」

と
あ
る
点

に

つ
い
て
は
、

　
　
丹
治
昭
義

「無
我
の
教
説
ー

『
四
百
論
』
第
十
二
章
の
一
考
察
I
I
」　
(『関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
創
立
三
十
周
年
記
念
論
文
集
』
大

　
　
阪
、
昭
和
五
六
年

、

=
二
七
1

=

二
八
頁
)
参
照
。　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

、

⑬

ヴ

ァ
イ

シ

ェ
ー

シ
カ
学
派

に
つ
い
て

の
概
説

は
、
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服
部
正
明

「
ヴ

ァ
イ

シ

ェ
ー

シ
カ
学
派

の
自
然
哲

学
」
　
(
『
岩
波
講
座

・
東
洋
思
想

〈
第
五
巻
〉

イ

ソ
ド
思
想
1
』
東
京

、　

一
九
八
八
年

、

二

　
　

六
〇
-

二
八
四
頁
)
。
参
考
文
献

に

つ
い
て
は
、
そ
の
末
尾
参
照
。
詳
し
く
は
、

　
　
国
゜
=
㌔

9
8
同
(
0
9
)
輸
肉
ミ
旨

§

馬
§

ミ

§

§

篭

§

§

愚

ミ
δ

<
o
ド
月

U
巴
9

目ミ
S

⑭

前
掲

の
註
⑨

の
通
り
、

『
四
百
論
』

に
つ
い
て
は
、
断
言

は
で
き
な

い
。

チ
ベ

ッ
ト
語
は
、
農

8

も
。
で
あ
る
が
、
本
論

で
は
、

サ
ソ
ス
ク
リ

　

ッ
ト
の

げ
訂

奉

以
外

に
、
震
爵
薗
あ
る

い
は
、
奉

mε

等

の
訳
語

に
も
用

い
ら
れ

て
い
る
。

⑮

ミ

魯
鶏
§

奪

ミ

卸

,

。。
S

統
べ
て
の

存
在

に

つ
い
て
、

縁
起

せ
る
も

の

(
℃
曇

同な
器
⇔
ヨ
ロ
6
き

富

駒
鴇
螢
茸

醤
。゚⇔
目
g
℃
&
g
≦

)
、

無
自

　
性

(巳

冨
奉
嘗

鋤
β

器

m
奉
げ
冨

く
⇔
ザ
)
を
直
接
語
る
例
は
、
や
や
ト。
幽
9
Hー

。。噛
ω
。。
8
H
。。
h訓

α
O
斡
μ
O
な
ど
。

⑯

ま
ミ
も

』
。。S
野

⑰

ま
ミ
4
や
b。
H
餅
卜
捺

主
体
と
客
体

と
い
う
範
疇

で
執
え
ら
れ
る
と

い
う
意
味
で
論

じ
れ

る
場
合
、

す
な
わ
ち
、

自
己
存
在

(
ア
ー
ト

マ
ソ

"

　
我
)
と
そ

の
所
有

(
我
所
)

(卑
B
?
騨
ヨ
剛醤
)
、

ア
ー
ト
マ
ソ
と

そ

の
身
体

(
卑
日
?
口
冨

審
口
2

算
ヨ
甲
。。
犀
⇔
口
穿

⇔
)
、

支
え
と
な
る
基
体
と
そ

　

れ
に
保
持
さ
れ
る
も
の

(
&
冨
鑓
画
き

o
饗
)
な
ど

の
よ
う
な
関
係

で
把
握
さ
れ
る
も

の
を

い
う
場
合
、
そ
れ

は
、
主

に
他
学
派
が
そ
れ
ら

の

「
実

　
在
」
を
主
張

す
る
場
合

で
あ

っ
て
、
導
ミ

も゚
や
゜
這
8
這

中
4
ω
ミ
゜
μ
等

に
み
ら
れ
る
。

⑱

『
広
百
』

に
お

い
て
も
、
ダ

ル

マ
パ
ー
ラ
は
、
主

に
勝
論
派

の

「
句
義
」
論

を
対
象
と

し
て
、
注
釈
す

る
。
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〔試
訳
註
〕

①

〔

〕

は
、
チ
ベ

ッ
ト
訳

に
よ
る
。
H

P
S

は
欠
落

。

　
②

直
前

の
第

十
三
章
第

二
十
五
偶

に
示
さ
れ
た
意
を
受
け
て
、
本
章

の
釈
が
始
め
ら
れ
、
問
が
設
け
ら
れ
る
。

　
　

§。
庫
蝉
8
ぼ
§

貯
目
91
智

。゚<
碧

g

B
碧
似
日
ゴ

o§

砕
⇔
犀
巴
ミ

　
　

匹
訂

邑

冨

三
魯

肩
毘

腎
暮
パ
9ーヨ
9
昌
。閤
亭

旨
魯

器
目
o
窪

碧

暮

藤

　
　

(
迷

い
の
生
存

は
、
旋

火
輪

、
化
作
さ
れ
た
も

の
、
夢
、
手
品
、
水
上

の
月

や
、
煙
、

こ
だ
ま
、
影
像
、
雲
と
も
等

し
い
も

の
で
あ
る
。
)

③

チ
ベ

ッ
ト
訳

は
、
げ
留
αq
罠
自
(
卑
】β
舞
鋤
)
と
あ
る
。

④

チ
ベ

ッ
ト
訳

に
よ
る
。
H

P
S

は
欠
。

⑤

以
下

の
議
論
か
ら
、

<
巴
澄
曾
訂

が
掲
げ
る
六
種

の

窓
留
鴇
冨

(
範
疇
的
存
在
)

の
う

ち
、

脅
碧

巻

(
実
体

、
個
物
)

の
例

と
し
て
、



極端への執らわれ

　

σq
冨
冨
　
(
瓶
)

を
取

り
上
げ
、
そ
の
色
形

(昌
窓

)

は
、
そ
れ

に
対
し
て
、
σq
ロ
届

　
(
属
性
)

の

一
つ
と
見
な
さ
れ
る
。

⑥

こ
の
冒
頭

に
、
H
P
S

に
は
、
否
定
辞

ま

が
あ
る
が
、

チ
ベ

ッ
ト
訳

に
よ
り
、
削
除
す

る
。

⑦

「熱

に
ょ
る
変
化

で
生
じ
た
属
性
」

に
つ
い
て
は
、
<
ω
<゚
H
H°
μ
O
°
に
、

「
地

に
関
す
る
属
性

は
、
原
因

の
属
性

に
ょ
る
も

の
と
熱
に
ょ
る
変

　

化

で
生

じ
た

〔結
果
と
し
て
の
色
形
な
ど
〕

と
で
あ
る
」

(
犀
母
p
招
σq
口
起

喝
臼

話
冨
ゲ

や
菩

写
団
鋤
ぢ

冨
犀
ε
激

8
)
と
あ
り
、

団
α
F

〔Q。
凸

に
、

　

「
地
の
原
子

の
色
形
な
ど
が
熱
変
化

で
生
ず

る

こ
と
を
述
べ
る
。
瓶
な
ど
、
ま
だ
熱
変
化

し
て
な

い
実
体

が
火
と
結
合

し
て
…
…
原
子

の
中

に
諸

　

運
動
が
起

こ
る
。
そ
れ
ら
の
運
動

に
よ

っ
て
…
…
原
子

の
結
合

の
破
壊
が

、

そ
し

て
結
果
た
る
実
体

(
原
子

の
集
合
)

が
滅
す
る
。

結
果

た
る

　

実
体
が
破
壊
さ
れ
た
と
き
そ
れ
ぞ
れ
独
立

に
存
在
す

る
諸
原
子

に
熱

に

よ

る

火
と
の
結
合

で
黒
色
な
ど

(
11
以
前

の
属
性
)

が
破
壊

さ
れ

る
。

　

…
…
」
　
(
冨
詳
ぼ
奉

窓
鑓
目
9

離
旨
℃
置

冒
画
日

℃
舞
a
o
君
帥
↓ユ
く
己
ゲ
畳

凶
目
＼

αq
冨

萄
紆
H

鋤
目
◎
爵
零

冒

。゚塩
αQ
ロ
印昌
餌

留
目
訂

&
国

ω塩

:
・
⇔
仁
ロ
望

　

訂

同目
似
越

暮
℃
巴
届

8

・:
。。
9
醤
団
o
σq
薯
ぼ
毅
。
ぴ
ξ

昧

畠

犀
似
曙
巴
冨
く
饗
ぢ

く
冒
駄
旨
は
＼

富
吻目
ぼ

く
凶冨
惚
o

ω
奉
冨
馨
N。
聲

冨
轟
導
習

5
<

　

角
σq
巳
ωβ。
ぢ
巻

αq
巴

⇔
ロ
面
9。
弓
愚
娼
①訴

9

畠

旨
B
緯

冒
倒
ぢ

ぐ
ぎ
課
画
ゲ
:
・)

な
ど
と
あ
る
。
月
称

は
こ
れ
ら
の
表
現
を
受
け
て

い
る
と
見
ら
れ
る
。

⑧

H
P
S
に
は
、
。・<
胃
9

㌣
巳
冨
需
厨

o
と
あ
る
が
、

チ
ベ

ッ
ト
訳

に
よ
り
、
。。o
旨

℃
?

と
す

る
。

⑨

　
チ
ベ

ッ
ト
訳
に
、
理
ヨ
⇔
び
聾

暮
奉

肩
霧
9

σq
卑

が
欠
落
。

⑩

チ
ベ

ッ
ト
訳

に
ょ
り
、

毛

毘
碧

昏
聾
9
<
Φ
葛

を
補

う
。
H
P
S
欠
落
。

⑪

ア
ー
ト

マ
ン
と
身
体

の
構
成
要
素

(
五
蔑
)

の
関
係
を
論
ず

る
、
こ
れ
以
降

の
部
分

に
関

し

て
、

月
称
は
、

『
中
論
』

第
十

八
章
冒
頭

の
釈

　

に
、
同

二
十
七
章
第

六
偏
、

『
入
中
論
』
等

を
引
用
し
な
が

ら
、

同
様

の
論

を
展
開
し

て
い
る
の
が
注
目

さ

れ

る
。　

(
O
h
ミ

喬
器
§

起

魯
§

℃

　

署

。゚。出
1
。。
お
)

⑫

チ
ベ

ッ
ト
訳

に
、
鋤
言

⇔
・
欠
落
。

H
P
S
に

画§

似
の冨

鼠

冨
・
と
あ
る
が
、
鋤
§

霧
訂

づ
き

?

と
、
複
合
語
と

し
て
読
む
。

⑬

チ
ベ

ッ
ト
訳
よ
り
、
け聾

畠
⇒
旨
零
舞
巴
℃
§

餌
ぴ
冨

く
①
葛

菖

碧
。

。・パ
碧

穿

魯

を
補
う
。
H
P
S
に
欠
落
。

⑭

〔

〕

内
は
、
チ
ペ

ッ
ト
訳
よ
り
補
う
。

⑮

以
下

の
議
論

か
ら
み
て
、

「
あ
る
人

々
」
と

は
勝
論
派

を
指
す
。

⑯

チ
ベ

ッ
ト
訳
よ
り
、
⇔
ξ

讐
畜
ぢ

冨

。・芦

。
≦
ヨ

昌

一
ぴ
冨

奉
σq
訂

(
賞
団
9
)

を
補
う
。
H
P
S
欠
落
。

⑰

臣

ド

〔己

に

は
、

「
普
遍

は
上
位

の
も

の
と
下
位

の
も

の
と
い
う

二
種
類

で
、

(
あ

る
概
念

の
中
に
)

随
伴
す
る
知
恵

の
原
因

で
あ
る
。

そ

　

の
中

で
上
位

の
普
遍

は

「
実
在

性
」

で
あ
る
、

適

合
範
囲
が
大
で
あ
る
か
ら
。

…
…
」

と
あ
る

(。。
似
日
碧
醤

日

山
く
オ
達
冨

ぢ

窟

冨
ヨ

①
智
話
諌

　

o巴

＼
鼠
o
o91口
q
<
葺

首
冨
蔓
畠

o
犀
母
鋤
届

ぢ
＼
審
仲鎚

冒
冨
ぢ

。・四
暮
91
旨
魯

90
<
む
昌

象
く
理
＼
:
°)
。
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⑱

田

F

〔己

(
前
注

の
直
後
)

に
、

「実
体
性
な
ど

は
下
位

の
も

の

(
下
位

の
普
遍
)

で
あ

る
、

適
合
範
囲
が
狭

い
か
ら
。

ま
た
、

そ
れ

は
排

　

除
す

る
と

い
う

〔知
恵
〕

の
原
因

で
も
あ
る
か
ら
、

普
遍

で
あ
り
な
が

ら
、

特
殊
と

の
名
称

を
持

つ
。
」

と
あ
る

(
:
」
蜀
爵
簿
畠

窪

碧
胃
⇔
ヨ

　

巴
窓

く
尻
昌

魯
く
理
＼
冨
。
8

<
団
碧
葺

臼

帥
且

げ
①昌
才
卑

・゚四
旨
四
ロ
旨
ぢ

・゚巴

く
凍
錺
鐘

団
簿
日

昌

団
ド
臣

団
簿
。
＼
＼
)
。

同
じ
く
、　

口
鰹
〕

に

「上

　
位

は
実
在
性
と

い
う
普
遍

で
、　

〔実
体

に
〕

随
伴
す

る
知
恵

の
原
因

で
あ
る
」
　

(
喝
胃
9
95

器
け鼠
。。謬

碧

饗
ヨ

彗

q
<
葺

団℃
鍔
蔓
⇔
饗

霊
屋
据
ヨ

　
①
奉

)
、　

「
下
位

の
普
遍

は
、

実
体
性

・
属
性
性

・
運
動
性
な
ど

で
、

随
伴
す

る
知
恵
と
排
除
す

る
知
恵
と

の
原
因
で
あ
る
か
ら
、

特
殊

で
も
あ

　

る
」
　
(碧

⇔
量
恒

費
㊤
<
団
導
く
⇔
σq
q
招
叶奉
パ
霞
ヨ
醇
畠
畠

鋤
u
目
護
窪
く
愚
虞
↓臥
鷲
讐
旨

醤
誹
o言
け畠

け
路
9
碧

醤
召

く
故
錺
臥

o
ミ
)
な
ど
と
あ
り
、

　

以
下
の
釈

に
み
ら
れ
る

「
別
異
と

い
う
知

と
言
葉
が
生
ず

る
こ
と
」

な
ど

の
表
現
か
ら
、
月
称
が
そ

の
用
語
を

勺
象

'
に
ょ

っ
て
い
る
ら
し

い
こ

　

と
が
窺

え
る
。

⑲

チ
ベ

ッ
ト
訳

で
は
、

「
〔別
異
性

に
と

っ
て
は
〕
対
立
す

る
非
別
異
性
と

の
結
合
だ
か
ら
」
と
あ
る
。

⑳

チ
ベ

ッ
ト
訳

に
、
酔簿
9。
砥
8

な
し
。

⑳

H
P
S

で
は
、
σq
冨

贈魯
奉
旨

窓
ぢ

と
あ
る
。

㊧

　
同
様

の
論
述

は
、　
『
中
論
』
第
十
四
章

の
釈

(
ミ

蕊
§

§
§

斜
§

も
や
N
翠
-
塾。
呂
)

に
も
見
ら
れ
、
℃
昏

゜
の
論
述

を
対
象
と
し
て

い
る
よ
う

　

に
窺

え
る
。

㊧

<
ω
H゚
°
ド
」
O
に
、　

「属
性

の
定
義
は
、
実
体
を
拠
り
所
と
し
、
属
性
を
有
せ
ず

、
結
合

・
分
離

に
つ
い
て
独
立

し
、
原
因
と
な
ら
な
い
と

い
う

　

こ
と

で
あ
る
」
　
(
脅
鋤
く
愚

賃
p
遽

p
σQ
仁
招

く
§

。。口
日
楼
oσQ
9
託
ぴ
ゲ
ロ
αq
Φ
ゆく
⇔
犀
理
⇔
眉
①
目

碧

昌
o
犀
留
目

三

αQ
ε

巴
Q
犀
彊
据

ぢ

ミ
)

⑳

　
チ
ベ

ッ
ト
訳
よ
り
、
ユ
く
搾
く
91岳
く
pけ。
H
P
S
は
、
山
く
搾
く
9
。

⑳

　
チ
ベ

ッ
ト
訳
よ
り
、
o
パ
霧
螢
唇
諄

愚
℃
胃
涛
巴
℃
卑
餌
昌
Φ
冨

旨
℃
霧
旨

く
似

と
す

る
。
H
P
S
で
は
、
o
犀
霧
㊤
ぢ
パ
ξ

碧
鴛
岸
巴
℃
①
<
鋤
づ
①犀
碧
9

霧
途

。

⑳

　
チ
ベ

ッ
ト
訳
よ
り
、

・
:
Φ
犀
簿
奉
ぢ

σq
ゲ
a
o
げ
ゲ
9
毒
二

と
す
る
。
H
P
S
で
は
、

:
・①
犀
舞
毒

ぢ

く
饗
馨
訂

(彗
)
窪

①
奉
臨
。

⑳

　
　
〔

〕

の
部
分

は
、

チ
ベ

ッ
ト
訳

の
み
に
見
ら
れ
る
。

⑱

注
㊧

に
示
し
た

く
ω
゜
H°
ド
9
、
ま
た

田

劉

蜜
O
〕

に
は

「
色
形

な
ど
、

統
べ
て
の
属
性

に
、

属
性
性

(αq
q
起
言
9。
)

と

の
相
続
関
係

(
結

　
合
)
、
実
体

に
依
存
す

る
こ
と
と
、
属

性
を
有

し
な

い
こ
と
、

行
為
を
有
し
な

い
こ
と
が
存
在
す
る
」
　
Q
口
℃
毘

冒
鋤
日

αq
后

碧
餌
ぢ

。・
胃
く
①
愚
彊

　
σQ
ロ
眉
暮
畠
び
窪
器
日
げ
碧
α
ゲ
o

侮
H9
毒

撒
葺
簿
奉

ぢ

昌
マ
σq
口
起

け奉
ぢ

口
訂
す
ぐ
簿
奉
ぢ

熱
)

と
あ

る
の
に
よ
る
。

⑳
　
前
掲

の
よ
う
に
、
属
性

(αq
后

9
)

に
つ
い
て
、
共
通
し
た
属
性

(
路
日
ぎ

矯
?
αq
目

⇔
)
と
特
殊

の
属
性

(<
汰
o
超
-αQ
⊆
葛
)

に
二
分
す

る
の
は
、

　
℃
穿

゜

〔α
b。
〕
及
び

〔α
。。
〕

に
示
さ
れ
、
月
称

は
こ
れ

に
よ

っ
て

い
る
と
見
ら
れ
る
。

如


