
世
界
地
図
の
上
に
置
き
た
る
静
脈
の
手

わ
れ
わ
れ
は
み
な
黄
色
人
種
　
斎
藤
史

１さ
き
ご
ろ
、『
虚
無
の
信
仰
』
な
る
一
翻
訳
書
が

間
に
現
れ
た

（
二
〇
〇
二
年
五
月
二
〇
日
、
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
刊
）。
原
著
者
は
仏
人
ロ

ジ
ェ
＝
ポ
ル
・
ド
ロ
ワ
（R

oger-P
ol

D
roit

）
で
あ
る
。
巻
頭
第
一
に

ま
ず
著
者
は
斯
く
宣
言
す
る
。

「
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
。
仏
教
は
、
虚
無
の
信
仰
で
は
な
い
。」

（
五
頁
）

こ
の
唐
突
に
唱
え
出
だ
さ
れ
た
こ
と
ば
を
裏
付
け
る
な
ん
ら
か
の

拠
り
所
を
、
ほ
ぼ
三
百
頁
に
わ
た
る
本
文
中
に
求
め
て
み
て
も
徒
労

に
終
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
の
立
論
は
、
か
か
る
〈
偏
見
〉

を
基
調
に
据
え
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
仏
教
は

〈
虚
無
の
信
仰
〉
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
虚
無
の
信
仰
』
は
、
仏

教
を
〈
虚
無
の
信
仰
〉
―
―
つ
ま
り
生
命
を
否
定
し
、
虚
無
の
実
現

（
つ
ま
り
〈
般
涅
槃
〉）
を
め
ざ
す
思
想
―
―
と
捉
え
た
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
仏
教
観
を
め
ぐ
り
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
家
、
研
究
者
の
発
言
を

取
り
上
げ
つ
つ
、
仏
教
研
究
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
仏
教
観
が
変
容

し
て
ゆ
く
さ
ま
を
歴
史
的
に
た
ど
っ
た
著
作
で
あ
る
。
著
者
ド
ロ
ワ

が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
仏
教
を
〈
虚
無
の
信
仰
〉
で
あ
る
と
捉
え

る
の
は
誤
解
で
あ
り
、
そ
の
誤
解
は
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
懐
い

て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
内
的
問
題
に
起
因
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
尽
き

る
。
だ
が
、
な
に
ゆ
え
仏
教
を
〈
虚
無
の
信
仰
〉
で
は
な
い
、
と
断

言
し
う
る
の
か
、
そ
の
根
拠
は
一
切
示
さ
れ
な
い
。

結
論
部
に
以
下
の
如
き
言
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

「
…
…
虚
無
の
信
仰
を
つ
く
り
あ
げ
て
し
ま
う
自
殺
志
向
の
こ
の

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
患
者
は
、
し
か
し
実
際
に
は
ど
こ
で
お
目
に
か
か
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
だ
ろ
う
か
。
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
奥

四
二
九

人
種
と
涅
槃

塩
　
　
崎
　
　
幸
　
　
雄

駒
澤
大
學
佛

學
部
研
究
紀

第
六
十
一
號
　
平
成
十
五
年
三
月
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だ
ろ
う
か
。
温
か
い
セ
イ
ロ
ン
の
奥
地
だ
ろ
う
か
。」（
二
百
八
十
九

頁
）つ

ま
り
は
、
こ
の
地
球
上
の
い
ず
こ
に
も
〈
虚
無
の
信
仰
〉
に
明

け
暮
れ
る
者
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る

の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
論
法
は
甚
だ
お
粗
末
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

自
明
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
想
定
は
、
仏
教
を
受
け
入

れ
た
者
た
ち
が
、
す
べ
て
誤
り
な
く
仏
陀
の
真
意
を
理
解
し
、
そ
の

実
践
に
励
ん
だ
、
と
い
う
事
実
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
し
う
る
か

ら
で
あ
る
。
真
相
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
あ
ら
ゆ
る

地
域
で
受
容
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
仏
教
な
る
も
の
が
、
果
た
し
て
仏
陀

の
真
意
を
誤
り
な
く
理
解
し
、
実
践
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る

で
あ
ろ
う
か
。
わ
ず
か
で
も
仏
教
史
を
知
る
者
な
ら
ば
、
こ
の
問
い

か
け
に
対
し
肯
定
を
も
っ
て
答
え
る
こ
と
を
肯
ん
ず
る
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

古
来
、
幾
多
の
迷
妄
が
、
仏
教
の
名
の
下
に
猖
獗
を
極
め
た
で
あ

ろ
う
か
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
と
も
言
い
う
る

ほ
ど
の
甚
だ
し
さ
を
も
っ
て
、
仏
教
は
誤
解
さ
れ
続
け
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
か
え
っ
て
、
仏
教
を
身
近
な
存
在
と
し
て
受
け
入
れ
て

は
こ
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
仏
教
理
解
こ
そ
が
、
あ
や
ま
た
ず

仏
陀
の
真
意
を
捉
え
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
仏
教
は
〈
虚

無
の
信
仰
〉
で
あ
る
と
す
る
把
握
の
ほ
う
こ
そ
が
、
正
当
な
理
解
な

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
二
十
世
紀
末
の
日
本
に
お
い
て
は
、
仏

教
は
単
な
る
嗜
虐
的
集
団
の
隠
れ
蓑
と
堕
し
た
、
と
い
う
事
実
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。

『
虚
無
の
信
仰
』
の
邦
訳
者
は
田
桐
正
彦
と
島
田
裕
巳
と
で
あ
る
。

同
書
巻
末
の
島
田
に
よ
る
「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、「
田
桐
が
訳
し
、

島
田
が
手
を
入
れ
た
」
と
あ
る
。
田
桐
は
さ
て
お
き
、
島
田
に
つ
い

て
は
、
前
記
「
嗜
虐
的
集
団
」
に
つ
い
て
好
意
的
言
辞
を
弄
し
て
声

望
を
失
っ
た
と
い
う
誰
し
も
が
知
る
事
実
を
記
せ
ば
、
紹
介
は
充
分

で
あ
ろ
う
。
島
田
は
こ
の
『
虚
無
の
信
仰
』
の
訳
出
に
関
わ
る
こ
と

に
よ
り
、
な
に
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
解
説
」
中
に

次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「
わ
た
し
た
ち
日
本
人
に
と
っ
て
、
仏
教
は
穏
健
な
宗
教
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
が
、
日
常
生
活
の
暮
ら
し
の
な

か
で
仏
教
と
出
会
う
の
は
、
お
も
に
葬
儀
や
法
要
の
場
面
に
お
い
て

で
あ
る
。
日
本
の
仏
教
は
、
祖
先
崇
拝
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い

る
。
新
し
い
仏
教
集
団
の
な
か
に
は
、
社
会
と
衝
突
す
る
も
の
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
自
分
た
ち
の
集
団
を
仏
教
教
団
と
規
定
し
た
オ

ウ
ム
真
理
教
は
、
社
会
を
破
壊
す
る
行
動
に
で
た
。
オ
ウ
ム
は
た
し

か
に
社
会
か
ら
怖
れ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
オ
ウ

ム
が
標
榜
し
た
仏
教
そ
の
も
の
が
怖
れ
ら
れ
た
訳
で
は
な
か
っ
た
。」

（
三
百
四
十
三
頁
）

「
個
人
の
生
命
を
重
視
す
る
西
欧
の
人
間
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
の

命
ま
で
犠
牲
に
す
る
自
爆
テ
ロ
は
意
味
が
な
い
行
為
で
あ
る
。
し
か
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一

し
、
そ
れ
を
殉
教
と
し
て
と
ら
え
る
人
た
ち
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち

が
自
ら
の
命
を
捨
て
て
ま
で
行
っ
た
行
為
に
か
ん
し
て
、
そ
れ
を
簡

単
に
は
否
定
で
き
な
い
立
場
に
お
か
れ
る
。
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
す

る
こ
と
に
最
高
の
価
値
を
お
く
こ
と
は
、
西
欧
の
人
間
に
は
、
ま
さ

に
恐
る
べ
き
信
仰
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
が
、
と
も
に
恐
る
べ
き
信
仰
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
は
、
仏
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
の
側

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
を
悪
魔
的
信
仰
と
し
て

と
ら
え
て
し
ま
う
、
西
欧
の
側
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
。」（
三
百
五
十
頁
）

原
著
者
の
お
粗
末
さ
に
さ
ら
に
輪
を
か
け
た
お
粗
末
ぶ
り
に
い
さ

さ
か
辟
易
し
て
し
ま
う
が
、
い
わ
ゆ
る
〈
宗
教
研
究
者
〉
な
る
も
の

の
軽
佻
浮
薄
さ
の
モ
デ
ル
タ
イ
プ
を
こ
こ
に
見
る
思
い
が
す
る
。
世

に
は
び
こ
る
〈
宗
教
研
究
者
〉（
＝
〈
宗
教
道
楽
〉
者
）
は
、
な
に
か

を
信
ず
る
つ
も
り
も
毛
頭
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
〈
信

仰
〉
の
周
り
を
い
つ
ま
で
も
う
ろ
つ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
お

そ
ら
く
そ
れ
が
研
究
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
す
ぐ
れ
た
立
場
で
あ
る

も
の
と
、
勘
違
い
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
姿
勢
で
は
肝
腎
な
事
柄
は
な
に
も
の
も
把
持
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
殺
人
は
罪
悪
で
あ
る
、
自
殺
は
罪
悪
で
あ
る
、

と
い
う
自
明
の
こ
と
す
ら
〈
宗
教
研
究
者
〉
の
歪
み
き
っ
た
心
性
で

は
想
到
す
る
こ
と
も
至
難
の
よ
う
で
あ
る
。「
西
欧
の
側
に
こ
そ
問

題
が
あ
る
」
な
ど
と
い
う
無
責
任
き
わ
ま
り
な
い
発
言
を
、
原
著
者

の
鸚
鵡
返
し
の
よ
う
に
吐
き
出
し
て
み
て
も
、
た
だ
単
に
仏
教
に
対

す
る
無
理
解
を
露
呈
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
指
弾
す
べ
き
も
の
は
他

に
な
か
っ
た
か
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
が
よ
い
。
お
の
が
〈
信
仰
〉

の
根
が
据
わ
れ
ば
、
自
ず
と
そ
れ
は
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
声

望
を
失
っ
て
も
島
田
に
は
何
の
反
省
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
無
信
仰

の
徒
に
は

藤
は
な
い
。

藤
が
な
け
れ
ば
な
に
も
の
か
を
把
持
す

る
と
い
う
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。「
嗜
虐
的
集
団
」
は
な
ぜ
あ
れ

ほ
ど
ま
で
に
勢
力
を
持
つ
に
至
っ
た
か
。
そ
れ
は
〈
い
わ
ゆ
る
仏
教
〉

と
い
う
も
の
と
重
大
な
か
か
わ
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。〈
い
わ
ゆ
る

仏
教
〉
と
い
う
も
の
が
史
上
に
お
い
て
い
か
な
る
罪
悪
を
も
た
ら
し

て
き
た
か
を
振
り
返
る
こ
と
は
、「
嗜
虐
的
集
団
」
と
い
う
存
在
の

根
源
を
探
る
手
が
か
り
を
与
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
論
は
、「
人
種
と
涅
槃
」
と
題
し
、
ア
ー
リ
ア
と
非
ア
ー
リ
ア

と
の
相
剋
と
い
う
側
面
か
ら
イ
ン
ド
思
想
史
上
に
お
け
る
仏
陀
の
真

意
を
探
ら
ん
と
す
る
一
試
論
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
仏
教
を
誤
解
し

て
い
た
の
は
〈
西
欧
〉
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
〈
仏
教
徒
〉
で

あ
っ
た
の
か
。『
虚
無
の
信
仰
』
の
著
者
ド
ロ
ワ
の
顰
み
に
倣
い
て

斯
く
放
言
し
よ
う
。

「
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
。
仏
教
は
、
虚
無
の
信
仰
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
ア
ー
リ
ア
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ア
ー
リ
ア
な
ら
ざ
る
い
わ
ゆ
る
仏
教
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徒
は
、
そ
の
教
説
を
歪
曲
・
誤
解
し
つ
づ
け
た
。
だ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
は
ア
ー
リ
ア
た
る
こ
と
の
危
機
意
識
を
も
っ
て
仏
陀
の
教
説
の

内
実
を
的
確
に
把
握
し
得
た
の
で
あ
る
。〈
虚
無
の
信
仰
〉
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
十
九
世
紀
の
諸
人
士
が
未
知
の
仏
教
に
対
し
て
む
や
み

に
思
い
描
い
た
幻
影
な
の
で
は
な
く
、
仏
説
の
内
実
を
紛
う
こ
と
な

く
喝
破
し
た
適
切
無
比
な
る
命
名
な
の
で
あ
る
。」

２古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト

イ
ン
ド
神
話
に
お
け
る
カ
ー
ス
ト
発
生
伝
承
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
と
の
始
祖
（
ア
ダ
ム
と
エ
ヴ
ァ
）
の
共
有
を
嫌
っ

た
十
九
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
最
終
的
に
逢
着
し
た
、
ヘ
ブ
ラ
イ
起

源
と
は
別
種
の
創
造
神
話
で
あ
る
。

「
…
…
こ
の
世
の
増
福
の
た
め
に
、（
彼
〔
原
人
プ
ル
シ
ャ
〕
は
そ
の
）

口
、
腕
、
足
よ
り
、
バ
ラ
モ
ン
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
、

シ
ュ
ー
ド
ラ
を
造
れ
り
。」（『
マ
ヌ
法
典
』
第
一
章
第
三
十
一
節
﹇
田
辺

繁
子
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
三
、
三
〇
頁
﹈）

太
古
、
造
物
主
と
も
呼
ぶ
べ
き
原
人
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
創
造
し

た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
な
か
に
は
当
然
な
が
ら
人
間
も
含
ま
れ
る
。

原
人
は
己
が
身
体
の
上
部
か
ら
は
高
位
カ
ー
ス
ト
を
、
下
部
か
ら
は

低
位
カ
ー
ス
ト
を
そ
れ
ぞ
れ
産
み
分
け
た
。
イ
ン
ド
の
古
伝
承
に
お

い
て
は
、
人
間
は
発
生
当
初
か
ら
カ
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、

各
々
が
別
々
の
起
源
を
も
た
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
同
一
の
起
源
を

も
つ
人
類
と
い
う
発
想
は
な
い
。

ま
た
、『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
』「
プ
ル
シ
ャ
（
原
人
）
の
歌
」
で
は
、

次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
プ
ル
シ
ャ
を
切
り
分
か
ち
た
る
と
き
、
い
く
ば
く
の
部
分
に
分

割
し
た
り
し
や
。
そ
の
口
は
何
に
、
そ
の
両
腕
は
何
に
な
れ
る
や
。

そ
の
両
腿
は
何
と
、
そ
の
両
足
は
何
と
呼
ば
る
る
や
。

そ
の
口
は
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
（
バ
ラ
モ
ン
、
祭
官
階
級
）
と
な
り
き
。

そ
の
両
腕
は
ラ
ー
ジ
ァ
ニ
ア
（
王
族
・
武
人
階
級
）
と
な
さ
れ
た
り
。

そ
の
両
腿
は
す
な
わ
ち
ヴ
ァ
イ
シ
ア
（
庶
民
階
級
）。
両
足
よ
り
シ
ュ

ー
ド
ラ
（
奴
婢
階
級
）
生
じ
た
り
。」（
第
十
一
・
十
二
節
、
辻
直
四
郎
訳
、

「
世
界
古
典
文
学
全
集
」
第
三
巻
『
ヴ
ェ
ー
ダ
　
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
』
﹇
筑
摩
書

房
、
一
九
六
七
﹈
一
〇
二
頁
）

こ
の
伝
承
は
、
い
わ
ゆ
る
「
巨
人
解
体
」
に
よ
る
創
世
と
い
う
モ

チ
ー
フ
で
あ
り
、
巨
人
の
死
体
よ
り
世
界
が
誕
生
す
る
。
同
種
の
伝

承
は
、
他
文
化
圏
で
は
漢
民
族
の
「
盤
古
神
話
」
な
ど
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
さ
き
の
『
マ
ヌ
法
典
』
の
伝
承
よ
り
も
「
発
生
部
位
」

の
特
定
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
原
人
プ
ル
シ
ャ
の
身
体
よ
り
四
カ

ー
ス
ト
が
誕
生
し
た
。
口
よ
り
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
（
僧
侶
階
級
）、
腕
か

ら
は
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
（
貴
族
階
級
）、
大
腿
部
か
ら
は
ヴ
ァ
イ
シ
ャ

（
商
人
階
級
）、
そ
し
て
足
か
ら
は
シ
ュ
ー
ド
ラ
（
奴
隷
階
級
）
が
生
ま

れ
た
。
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卑
し
め
ら
れ
る
者
ほ
ど
、
身
体
の
下
部
位
か
ら
発
生
し
た
も
の
と

さ
れ
、
人
間
す
べ
て
が
共
有
す
る
同
一
の
起
源
な
ど
は
存
在
し
な
い
。

あ
た
か
も
口
と
足
と
が
ま
っ
た
く
別
物
で
あ
る
が
ご
と
く
、
上
位
者

と
下
位
者
と
の
懸
隔
は
決
し
て
埋
め
合
わ
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
原

初
か
ら
確
乎
と
し
て
ゆ
る
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
イ
ン

ド
で
は
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
ア
ル
チ
ュ
ー
ル
・
ド
ゥ
・
ゴ

ビ
ノ
ー
伯
爵
、
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、

ア
ル
フ
レ
ー
ト
・
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
と
い
っ
た
〈
ア
ー
リ
ア
神
話
〉

の
鼓
吹
者
た
ち
は
、
か
よ
う
な
古
代
イ
ン
ド
の
人
種
的
秩
序
に
感
激

し
、
お
の
が
所
信
を
歴
史
的
証
左
を
も
つ
も
の
と
し
て
認
識
し
た
の

で
あ
る
。

３
「
ア
ー
リ
ア
人
は
か
れ
ら
が
滅
ぼ
し
た
都
市
の
住
民
よ
り
も
文
化

の
低
い
段
階
の
野
蛮
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」（
ダ
モ

ー
ダ
ー
ル
・
Ｄ
・
コ
ー
サ
ン
ビ
ー
『
イ
ン
ド
古
代
史
』﹇
山
崎
利
男
訳
、
岩
波

書
店
、
昭
和
四
十
一
年
﹈
百
十
八
頁
）

古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
イ
ン
ダ
ス
文
明
の
覆
滅
は
、
ア
ー
リ
ア
人

の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
ク
シ
ュ
山
脈
・
カ
イ
バ
ル
峠
越
え
か
ら
始
ま
っ
た
。

極
め
て
平
和
的
な
有
色
人
種
で
あ
る
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
人
に
よ
る
古
代
イ

ン
ダ
ス
文
明
が
、
青
銅
器
・
鉄
器
を
振
り
翳
す
血
に
飢
え
た
白
皙
人

種
（
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
）
ア
ー
リ
ア
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

あ
た
か
も
そ
れ
は
新
大
陸
ア
メ
リ
カ
へ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
民
族
の
侵

入
（
有
色
人
種
＝
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
＝
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
対
す
る
殺
戮
・
収
奪
）

と
も
比
す
べ
き
世
界
史
的
一
大
悲
劇
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
亜
大
陸
を

制
覇
し
た
古
代
ア
ー
リ
ア
人
は
、
有
色
人
種
蔑
視
意
識
に
基
づ
く
ヴ

ァ
ル
ナ

varn. a

（
皮
膚
の
色
）
に
よ
る
位
階
秩
序
を
、
古
き
文
明
の
滅

び
去
っ
た
後
の
残
存
土
着
民
の
上
に
定
着
さ
せ
た
。
こ
れ
こ
そ
が
カ

ー
ス
ト
で
あ
る
。
カ
ー
ス
ト
を
永
年
に
亘
り
支
え
つ
づ
け
た
『
マ
ヌ

法
典
』
に
よ
れ
ば
、
ア
ー
リ
ア
で
あ
る
上
位
三
カ
ー
ス
ト
（
ブ
ラ
ー

フ
マ
ナ(B

ra -hm
an. a)

、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ(K

s. atriya)

、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ(V

aiśya)

）

は
再
生
す
る
（
輪
廻
を
経
て
再
び
現
世
に
生
ま
れ
る
）
が
、
非
ア
ー
リ
ア

で
あ
る
最
下
位
の
シ
ュ
ー
ド
ラ(Ś

u -d
ra)

は
不
再
生
の
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。
仏
陀
は
こ
の
レ
イ
シ
ズ
ム
の
支
配
す
る
古
代
イ
ン
ド
に
絶
望

を
感
じ
、
反
レ
イ
シ
ズ
ム
の
厭
世
思
想
を
鼓
吹
・
提
唱
し
た
の
で
あ

る
。
仏
陀
は
再
生
族
で
あ
る
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
出
身
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
が
、
最
も
卑
し
め
ら
れ
て
い
る
不
再
生
と
い
う
生
の
あ
り
か
た

を
理
想
と
し
て
捉
え
か
え
し
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
け
る
一
切
価
値
の

価
値
転
換
の
試
み
を
果
敢
に
も
行
っ
た
の
で
あ
る
。
人
の
生
は
空
し

い
。
た
と
え
太
陽
に
も
比
せ
ら
れ
る
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
と
し
て
生
ま
れ

よ
う
と
も
、
八
苦
（
四
苦
（
生
老
病
死
）
及
び
愛
別
離
苦
、
怨
憎
会
苦
、

求
不
得
苦
、
五
蘊
盛
苦
）
は
免
れ
ら
れ
な
い
。
八
苦
に
苦
し
み
蔑
視
と

被
蔑
視
と
に
終
始
す
る
苦
の
世
界
か
ら
離
脱
す
る
術
は
不
再
生
を
除

い
て
他
に
は
な
い
。
高
い
身
分
に
生
ま
れ
、
祭
祀
を
司
り
、
暖
衣
飽
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食
、
栄
誉
と
名
声
と
に
包
ま
れ
た
生
涯
を
送
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の

世
の
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
ず
、
下
位
者
を
蔑
視
し
つ

づ
け
、
収
奪
し
つ
づ
け
る
そ
の
生
涯
は
幸
福
と
は
い
え
な
い
（「
自

己
本
位
的
状
態
は
、
人
間
の
本
性
と
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
あ
ま
り
に
不
安
定
で
、
そ
れ
だ
け
で
持
続
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
…
…
」（
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
『
自
殺
論
』﹇
宮
島
喬
訳
、
中
公
文
庫
、
一

九
八
五
﹈
二
百
五
十
頁
）。
そ
の
生
涯
が
一
度
の
み
な
ら
ず
未
来
永
劫

繰
り
返
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
上
の
苦
し
み
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
不
再
生
こ
そ
が
、
二
度
と
再
び
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
こ
な
い

こ
と
こ
そ
が
何
よ
り
も
我
々
が
目
指
す
べ
き
最
善
事
な
の
で
あ
る
。

仏
教
と
は
反
ア
ー
リ
ア
思
想
の
典
型
で
あ
る
。
仏
陀
の
試
み
は
現
世

享
楽
の
ア
ー
リ
ア
至
上
主
義
の
跋
扈
す
る
イ
ン
ド
社
会
に
お
い
て
は

到
底
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
中
世
イ
ン
ド
に
お
け

る
シ
ャ
ン
カ
ラ
派
の
思
想
家
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
（M

a -dhava
）
の
著
書
『
全

哲
学
綱
要
』（S

arvad
arśan

a-sam. grah
a

）
に
は
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る

学
派
の
思
想
が
等
級
を
付
け
ら
れ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

る
と
仏
教
は
最
下
位
の
唯
物
論
派
に
次
ぐ
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ

て
い
な
い
。
こ
の
評
価
は
単
に
マ
ー
ダ
ヴ
ァ
に
限
ら
ず
、
イ
ン
ド
に

お
け
る
ほ
と
ん
ど
の
思
想
家
に
お
い
て
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
。
近

代
に
お
い
て
も
イ
ン
ド
独
立
の
父
と
さ
れ
る
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ

ー
で
す
ら
、
反
仏
教
思
想
で
あ
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
を
奉
じ
、
古
代
四

カ
ー
ス
ト
の
整
序
・
復
活
を
提
唱
し
た
。
不
可
触
民
出
身
の
ア
ン
ベ

ー
ド
カ
ル
に
よ
る
ネ
オ
ブ
デ
ィ
ズ
ム
の
復
興
は
、
こ
の
よ
う
な
背
景

か
ら
考
察
を
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ン
ド
は
苦
の
世
界

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
仏
教
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
他
な
ら
ぬ

人
種
差
別
の
風
土
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
徹
底
し
た
厭
世
思
想
が
生

じ
た
の
で
あ
る
。

４仏
陀
は
、〈
人
種
の
涅
槃
〉
か
ら
〈
人
類
の
涅
槃
〉
へ
の
橋
渡
し

を
畢
生
の
事
業
と
し
た
。
つ
ま
り
、
従
来
非
ア
ー
リ
ア
の
専
有
物
で

あ
っ
た
〈
涅
槃
〉
を
、
仏
陀
は
人
類
の
共
有
財
産
と
し
て
の
〈
涅
槃
〉

へ
と
化
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

仏
陀
＝
有
色
人
種
の
英
雄
＝
窮
極
的
厭
世
主
義
者
＝D

ie
letzten

D
in

ge

に
解
答
を
与
え
ん
と
し
た
者
＝
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
＝
非
ア
ー
リ

ア
＝
ア
ウ
ト
・
カ
ー
ス
ト
＝D

ie
S

ieger

（
勝
利
者
）
＝
般
涅
槃
せ
し

者
＝
被
虐
者
＝
消
滅
者
＝
字
義
通
り
の
《
自
決
者
》

我
れ
自
ら
に
打
勝
つ
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
勝
利
者
中
の
最
も
す
ぐ
れ

た
る
も
の
な
り
。
我
れ
自
ら
に
打
勝
つ
は
、
戦
場
に
於
て
幾
千
万
の

敵
を
打
破
る
に
も
ま
さ
る
。
神
も
、
乾
達
婆
も
、
魔
王
も
、
梵
天
も
、

能
く
己
れ
を
制
御
す
る
者
の
勝
利
を
転
じ
て
敗
亡
と
な
す
こ
と
能
は

ず
。
―
―
『
法
句
経
』
一
〇
三
〜
一
〇
五
偈
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５大
乗
仏
教
の
提
唱
す
る
〈
有
余
涅
槃
〉
の
〈
菩

〉
が
衆
生
を
救

済
す
る
と
い
う
発
想
が
、
後
世
に
も
た
ら
し
た
影
響
は
大
き
い
。
と

り
わ
け
〈
二
乗
成
仏
〉
を
説
い
た
『
法
華
経
』
の
及
ぼ
し
た
影
響
は

絶
大
で
あ
る
。

〈
二
乗
〉
は
〈
焦
種
〉
と
さ
れ
て
い
る
。
焦
げ
つ
い
て
発
芽
で
き

な
く
な
っ
た
種
、
つ
ま
り
、〈
仏
種
〉
が
死
滅
し
た
者
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
そ
の
〈
焦
種
〉
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
二
乗
〉
で
さ
え
、

〈
仏
種
〉
と
し
て
再
生
さ
せ
う
る
功
徳
を
持
つ
、
と
い
う
の
が
『
法

華
経
』
の
〈
経
王
〉
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
古
来
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
〈
二
乗
〉
＝
〈
焦
種
〉
と
い
う
設
定
は
明
ら

か
に
お
か
し
い
。〈
二
乗
〉
と
は
〈
声
聞
〉
と
〈
縁
覚
〉
と
を
さ
す

が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
〈
阿
羅
漢
〉
で
あ
る
。〈
阿
羅
漢
〉
は
転

生
す
る
〈
天
人
〉
で
は
な
く
、〈
不
生
〉
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
不
生
〉
と
は
、
つ
ま
り
、
輪
廻
を
断
ち
切
っ
て
二
度
と
再
び
生
ま

れ
な
い
者
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
と
り
も
な
お
さ
ず
〈
仏
〉

で
あ
る
。〈
仏
〉
で
あ
る
な
ら
ば
、〈
仏
種
〉
が
焦
げ
つ
い
て
い
る
は

ず
が
な
い
。

ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
〈
焦
種
〉
と
は
〈
仏

種
〉
が
焦
げ
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
う
な
れ
ば
〈
菩

種
〉

が
焦
げ
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
法
華
経
』

が
本
来
言
い
た
か
っ
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
辻
褄
が
合
わ
な
い
。

輪
廻
転
生
を
繰
り
返
し
て
衆
生
を
済
度
す
る
菩

こ
そ
が
、
大
乗

仏
教
の
理
想
で
あ
る
。
無
余
涅
槃
に
入
り
〈
仏
〉（
つ
ま
り
〈
不
生
〉）

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
〈
二
乗
〉
は
、
大
乗
に
と
っ
て
は
嫌
忌
す
べ
き

者
な
の
で
あ
る
。〈
阿
羅
漢
〉
を
〈
仏
〉
で
は
な
い
、
と
す
る
の
は

新
来
の
〈
大
乗
〉
的
立
場
か
ら
す
る

見
に
す
ぎ
な
い
。

も
し
、〈
二
乗
〉
＝
〈
焦
種
〉
＝
〈
仏
種
を
焦
げ
つ
か
せ
た
者
〉

と
、『
法
華
経
』
が
主
張
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
明

ら
か
に
〈
仏
〉
に
対
す
る
誤
解
が
あ
る
。〈
仏
〉
を
〈
不
生
〉
と
は

捉
え
て
は
い
な
い
。

〈
仏
〉
を
、
何
か
〈
菩

〉
の
理
想
形
態
と
で
も
捉
え
て
い
る
と

し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
事
実
誤
認
で
あ
る
。

最
初
に
立
ち
返
っ
て
整
理
し
て
み
る
と
、
ま
ず
大
乗
仏
教
の
理
想

像
は
〈
菩

〉
で
あ
る
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
仏
〉

は
大
乗
が
掲
げ
る
理
想
像
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
〈
大
乗
〉
と
〈
小
乗
〉
と
を
明
確
に
判
別
す
る
基
準
と
な

る
差
異
で
あ
る
。

〈
二
乗
〉
は
〈
成
仏
〉
す
る
。〈
成
仏
〉
し
な
い
の
は
〈
菩

〉
で

あ
る
。〈
菩

〉
は
〈
成
仏
〉
を
忌
避
し
て
い
る
。
大
乗
仏
教
で
は

本
来
の
意
味
で
の
〈
成
仏
〉
は
、
目
指
す
べ
き
目
標
で
は
な
い
の
で

あ
る
。〈
成
仏
〉
し
な
い
〈
菩

〉
に
な
る
こ
と
こ
そ
が
努
力
目
標
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と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
に
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
本
末

倒
の
事
態
が
生
じ
た
の
か
。
そ

の
疑
問
を
解
く
た
め
に
は
、
大
乗
仏
教
の
起
源
、
つ
ま
り
〈
小
乗
〉

と
〈
大
乗
〉
と
の
根
本
分
裂
の
原
因
と
な
っ
た
〈
十
事
の
非
法
〉
に

遡
っ
て
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
〈
十
事
の
非
法
〉

仏
陀
入
滅
の
約
百
年
後
、
仏
教
教
団
に
お
い
て
戒
律
遵
守
を
め
ぐ

り
一
つ
の
諍
論
が
起
こ
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
の
戒
律
で
は
違
反
す
る

と
考
え
ら
れ
て
き
た
十
項
目
に
わ
た
る
事
柄
を
、
許
容
事
項
と
し
て

認
容
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
諍
い
で
あ
っ
た
。

『
善
見
律
毘
婆
沙
』
第
一
に
よ
れ
ば
、
そ
の
十
項
目
（〈
十
事
〉）
と
は
、

以
下
に
挙
げ
る
諸
事
項
で
あ
っ
た
。

①
塩
浄

②
二
指
浄

③
聚
落
間
浄

④
住
処
浄

⑤
随
意
浄

⑥
久
住
浄

⑦
生
和
合
浄

⑧
水
浄

⑨
不
益
縷
尼
師
檀
浄

⑩
金
銀
浄

こ
れ
ら
の
十
項
目
を
認
め
る
者
た
ち
が
、
独
自
の
教
団
を
形
成
し
、

〈
大
衆
部
〉
＝
〈
大
乗
〉
の
基
礎
を
築
い
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。各

項
目
に
つ
い
て
仔
細
に
検
討
を
加
え
て
み
る
と
、
ま
ず
①
塩
浄

と
は
、
調
味
料
と
し
て
の
塩
を
蓄
え
る
こ
と
を
〈
浄
〉（
出
家
と
し
て

許
さ
れ
た
行
為
）
と
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
出
家
者
は

施
し
を
受
け
た
も
の
を
当
座
に
用
い
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
他
日
の
使
用
の
た
め
に
貯
蔵
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
執
着

を
生
じ
さ
せ
る
因
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
塩
は
得
難
い
上

に
、
な
お
か
つ
常
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
塩
に
限
っ

て
蓄
え
る
こ
と
を
許
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
蟻

の
穴
か
ら
堤
崩
る
る
の
譬
え
の
如
く
、
こ
の
塩
の
貯
蔵
を
許
し
た
こ

と
に
よ
り
、
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
だ
と
い
う
理
由
の
下
に
あ
ら

ゆ
る
も
の
を
蓄
え
る
こ
と
―
―
私
有
物
を
所
持
す
る
こ
と
―
―
を
許

す
端
緒
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

生
き
て
ゆ
く
た
め
に
必
要
だ
、
と
い
う
発
想
は
仏
陀
の
思
想
か
ら

の
逸
脱
を
窺
わ
せ
る
考
え
方
で
あ
る
。〈
出
家
〉
と
は
日
々
生
に
対

す
る
執
着
を
削
ぎ
落
と
す
こ
と
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
閑
却
し
た
発
想
で
あ
る
。〈
成
仏
〉
を
目
指
す
と
い
う
課

題
か
ら
の
乖
離
、〈
無
余
〉
よ
り
も
〈
有
余
〉
へ
、〈
灰
身
滅
智
〉
よ
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り
も
〈
輪
廻
転
生
〉
へ
、
と
い
う
大
乗
の
基
本
姿
勢
の
片
鱗
を
こ
こ

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
〈
大
乗
〉
と
い
う
名
の
堕
落
は

始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
②
二
指
浄
と
は
、
定
め
ら
れ
た
食
時
（
す
な
わ
ち
正
午
）
を
過

ぎ
て
も
、
二
指
（
食
指
と
拇
指
）
で
つ
ま
み
取
る
程
度
の
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
行
乞
し
て
食
し
て
も
構
わ
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
非
時
の
摂
食
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
①
同
様
生

き
る
た
め
必
要
と
の
理
由
の
下
に
、
食
べ
た
い
だ
け
食
べ
る
こ
と
を

許
し
た
の
で
あ
る
。

③
聚
落
間
浄
は
、
一
つ
の
聚
落
で
托
鉢
し
て
食
を
得
た
後
で
あ
っ

て
も
、
他
の
聚
落
へ
行
く
途
中
で
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
乞
食
す
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
は
一
か
所
で
食
を
得
た
な

ら
ば
、
そ
れ
以
上
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

移
動
の
際
の
活
力
を
つ
け
る
た
め
に
は
許
さ
れ
る
、
と
し
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
、
戒
律
に
弛
み
を
生
じ
さ
せ
、
飽
食

を
指
向
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
。

④
住
処
浄
は
、
同
一
境
界
内
で
あ
れ
ば
、
本
来
一
か
所
で
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
〈
布

〉
を
、
複
数
単
位
に
分
か

れ
て
行
っ
て
も
構
わ
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。〈
布

〉
と
は
、

決
め
ら
れ
た
斎
日
に
出
家
者
が
一
か
所
に
集
合
し
て
、
戒
律
に
つ
い

て
の
説
法
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
際
、
破
戒
者
は
そ
の
罪
を
懺
悔
し

て
教
団
か
ら
の
処
分
を
受
け
る
。
ま
た
、
出
家
者
は
非
出
家
者
か
ら

の
布
施
を
受
け
る
。
そ
の
〈
布

〉
を
、
別
々
に
分
か
れ
て
行
う
こ

と
を
認
め
る
に
至
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
非
出
家
者
側
か
ら
多
く
の

布
施
を
得
る
た
め
の
便
宜
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
一
か
所
で
の

〈
布

〉
に
お
け
る
近
隣
の
非
出
家
者
か
ら
だ
け
の
布
施
で
は
、
教

団
内
の
全
出
家
者
を
満
足
さ
せ
ら
れ
る
だ
け
の
衣
食
を
得
ら
れ
な
い

お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑤
随
意
浄
と
は
、
大
衆
の
合
意
を
得
ず
と
も
、
事
後
承
諾
が
期
待

で
き
る
な
ら
ば
〈
羯
磨
〉（
受
戒
・
懺
悔
）
に
つ
い
て
の
決
定
を
権
限

の
な
い
出
家
者
で
も
な
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

教
勢
拡
張
の
た
め
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て

新
た
に
僧
団
に
加
入
す
る
出
家
者
の
資
質
を
問
う
基
準
が
曖
昧
に
な

っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

⑥
久
住
浄
は
、
習
先
所
習
浄
と
も
い
い
、
戒
律
上
明
確
に
規
定
さ

れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
慣
行
と
し
て
従
来
行
わ
れ
て
き
た

事
項
で
あ
る
な
ら
ば
何
事
で
あ
れ
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
久
住
浄
は
、〈
十
事
〉
中
の
他
の
九
事
に
比
べ
、
後
世
に

及
ぼ
す
影
響
力
は
甚
大
で
あ
る
。
仏
教
の
潰
乱
、
こ
こ
に
始
ま
る
、

と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
史
上
の
あ
ら
ゆ
る
異
見
・
分
派
は
、

こ
の
久
住
浄
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仏
陀
よ
り
も
わ
が

祖
師
、
わ
が
師
匠
が
大
事
、
と
す
る
発
想
を
促
し
た
の
は
、
こ
の
久

住
浄
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
仏
教
を
仏
教
で
は
な

い
も
の
に
変
造
さ
せ
る
契
機
が
胚
胎
し
て
い
る
。
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⑦
生
和
合
浄
と
は
、
食
時
を
過
ぎ
て
も
、
飲
み
残
し
の
乳
が
変
質

し
た
も
の
で
あ
る
生
和
合
（am

athita

）
で
あ
れ
ば
、
飲
ん
で
も
構
わ

な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
、
食
時
を
過
ぎ
て
か
ら
は
、
い

か
な
る
も
の
で
あ
れ
食
し
て
は
な
ら
な
い
の
が
戒
律
の
原
則
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
布
施
を
受
け
た
も
の
を
無
駄
に
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
発
想
か
ら
、
生
和
合
に
限
っ
て
飲
む
こ
と
を
認
め

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑧
水
浄
と
は
、
闍
楼
伽
（jalogi

）
酒
―
―
未

酵
の
椰
子
の
実
の

汁
―
―
は
飲
む
こ
と
を
許
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
不
飲
酒
は
五

戒
の
一
つ
で
も
あ
り
、
決
し
て
ゆ
る
が
せ
に
で
き
ぬ
も
の
の
は
ず
で

あ
る
。
闍
楼
伽
酒
の
ア
ル
コ
ー
ル
成
分
が
ど
の
程
度
あ
る
の
か
を
論

ず
る
の
は
あ
ま
り
に
意
味
が
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
椰
子
汁
を
〈
水
〉

と
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
飲
酒
容
認
へ
と
道
を
開
い
た
こ
と

で
あ
る
。

次
の
⑨
不
益
縷
尼
師
檀
浄
は
、
出
家
者
が
所
持
す
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
坐
具
に
関
す
る
容
認
事
項
で
あ
る
。
本
来
出
家
者
は
一
定
の
大

き
さ
の
粗
末
な
実
用
本
位
の
坐
具
の
み
所
持
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ

て
い
た
が
、「
飾
り
の
付
い
た
縁
」
の
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
い
か

な
る
大
き
さ
の
も
の
で
あ
れ
使
用
し
て
も
構
わ
な
い
、
と
さ
れ
た
。

こ
れ
も
施
物
の
坐
具
に
規
格
に
合
わ
な
い
も
の
が
あ
り
、
捨
て
る
わ

け
に
も
ゆ
か
な
い
た
め
、
容
認
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。

最
後
の
⑩
金
銀
浄
は
重
大
で
あ
る
。
出
家
者
は
金
・
銀
等
の
財
物

に
触
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
非
出

家
者
か
ら
の
施
物
と
し
て
提
供
さ
れ
る
た
め
、
受
け
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
遂
に
は
金
銀
浄
と
し
て
、
金
銀
（
ひ
い

て
は
貨
幣
）
の
所
持
を
認
め
る
に
至
っ
た
。
財
産
等
に
対
す
る
執
着

を
断
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
出
家
者
に
と
っ
て
こ
の
容
認
は
、
出
家

の
意
義
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
出
家
者
は
、

在
俗
者
の
日
常
性
へ
と
大
き
く
接
近
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
〈
十
事
〉
に
対
す
る
考
察
で
あ
る
。
平
心
で
観
れ
ば
、
各

事
項
の
い
ず
れ
も
が
出
家
倫
理
の
在
俗
性
へ
の
歩
み
寄
り
で
あ
り
、

出
家
の
存
立
意
義
の
自
己
破
壊
の
契
機
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

出
家
者
は
在
俗
者
の
よ
う
に
生
き
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
在
俗

性
を
捨
離
し
た
境
位
に
立
た
な
け
れ
ば
、
出
家
者
と
し
て
の
存
立
意

義
は
な
い
の
で
あ
る
。
出
家
者
は
在
俗
者
に
対
す
る
寄
生
者
で
は
な

い
の
で
あ
る
。
出
家
者
に
は
仏
弟
子
と
し
て
果
た
す
べ
き
任
務
が
あ

る
。
そ
れ
は
、〈
成
仏
〉
で
あ
り
、〈
無
余
涅
槃
〉
で
あ
る
。
戒
律
を

御
都
合
主
義
で
歪
め
て
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
戒
律
を
堅
固
に
護

持
し
、
ひ
た
す
ら
〈
無
余
涅
槃
〉
に
向
か
っ
て
邁
進
す
べ
き
で
あ
る
。

在
俗
者
の
も
つ
欲
念
を
呼
び
起
こ
す
事
柄
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、〈
成
仏
〉
か
ら
遠
ざ
か
る
道
で
あ
る
。
仏
陀
の
仏
弟

子
に
与
え
た
遺
言
は
、「
汝
等
宜
応
勤
行
精
進
、
速
求
離
此
生
死
火

坑
」
で
あ
り
、「
応
広
修
行
早
出
三
有
、
勿
復
懈
怠
散
心
放
逸
」
で
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あ
る
。
酒
を
飲
み
、
財
物
を
懐
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
そ

の
よ
う
な
行
い
は
、「
火
坑
」
へ
の
逆
戻
り
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
す

み
や
か
に
在
俗
者
の
誘
惑
か
ら
出
離
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
決
意
が

な
け
れ
ば
仏
弟
子
を
名
乗
る
に
価
せ
ず
、
仏
陀
の
目
指
せ
る
最
終
目

標
で
あ
る
と
、
こ
ろ
の
〈
涅
槃
〉
に
到
達
す
る
こ
と
は
お
ぼ
つ
か
な

い
。読

者
は
こ
れ
ら
を
非
情
刻
薄
の
言
と
捉
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
仏
陀
の
真
の
教
説
は
非
情
刻
薄
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
上
記

の
〈
十
事
〉
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
仏
陀
の
教
説
よ
り
も
、
日
常

性
の
些
事
を
重
視
す
る
こ
と
と
な
り
、
最
も
重
要
な
断
滅
へ
の
指
向

を
極
度
に
歪
ま
せ
る
素
因
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。

７
〈
菩

〉
の
語
義

〈
菩

〉（
つ
ぶ
さ
に
は
菩
提

bodhisattva

）
と
い
う
語
の
意
味
に

関
し
て
は
、
平
川
彰
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
第
一
巻
（
春
秋
社
、

一
九
八
九
）
二
百
八
十
三
頁
以
下
に
従
来
唱
え
ら
れ
た
説
の
列
挙

（H
ar

D
ayal

に
よ
る
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
一
部
用
語
を

整
理
し
て
、
要
約
し
て
み
る
と
、

①
本
質
と
し
て
菩
提
（bodhi

完
全
な
る
智
慧
）
を
持
つ
人

②
ａ
菩
提
を
有
す
る
有
情

ｂ
菩
提
を
求
め
る
有
情

③
心
・
思
考
が
菩
提
に
結
合
さ
れ
て
い
る
人

④
菩
提
が
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
人

⑤
潜
在
的
な
菩
提
の
人
格
化

⑥
菩
提
に
献
身
、
あ
る
い
は
執
着
し
て
い
る
人

⑦
精
力
が
菩
提
に
向
け
ら
れ
て
い
る
人

以
上
七
つ
で
あ
る
が
、
平
川
は
②
こ
そ
が
原
意
で
あ
る
と
推
定
し

て
い
る
。

②
に
は
ａ
と
ｂ
と
が
あ
る
。H

ar
D

ayal

と
平
川
は
こ
れ
ら
を
区

別
し
て
考
察
を
加
え
て
い
な
い
。
極
め
て
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。

〈
菩
提
を
有
す
る
有
情
〉
と
〈
菩
提
を
求
め
る
有
情
〉
と
で
は
、
天

地
雲
泥
の
差
が
あ
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。〈
菩
提

を
有
す
る
〉
と
〈
菩
提
を
求
め
る
〉、
ほ
と
ん
ど
正
反
対
の
意
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
有
し
な
い
か
ら
こ
そ
求
め
る
の
で
あ
る
。

既
に
有
し
て
い
る
な
ら
ば
求
め
は
し
な
い
。
菩
提
を
求
め
る
、
と
は
、

本
来
、
隴
を
得
て
蜀
を
望
む
、
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。〈
菩
提
〉
と
は
〈
完
全
な
る
智
慧
〉
で
あ
る
。
一
つ
の
菩

提
を
得
て
、
更
に
ま
た
別
種
の
菩
提
を
求
め
る
、
な
ど
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。〈
菩
提
〉
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
〈
仏
〉
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
、

こ
こ
で
は
〈
有
す
る
〉
と
〈
求
め
る
〉
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
菩
提

（b
od

h
isattva

）
の
菩
提
（b

od
h

i

）
は
完
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全
な
る
智
慧
の
意
、

（sattva

）
は
〈
有
情
〉（
生
命
あ
る
も
の
）

の
意
で
あ
る
。
菩
提

と
い
う
語
は
、
菩
提
と
有
情
と
を
単

に

ぎ
合
わ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

織
田
得
能
『
仏
教
大
辞
典
』
の
〈
菩

〉
の
項
に
は
、〈
菩

〉

の
別
称
と
し
て
〈
摩
訶
菩
提
質
帝

〉
と
い
う
語
が
み
え
る
。
試

み
に
、
こ
の
語
も
分
析
し
て
み
た
い
。

同
辞
典
に
は
〈
摩
訶
菩
提
質
帝

〉
の
項
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、

〈
摩
訶
質
帝

〉
の
項
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
そ
の
語
の
梵
原
語
と

し
て

M
ah

a -cittasattva

と
あ
る
。
す
る
と
、〈
摩
訶
菩
提
質
帝

〉
の
梵
原
語
は

M
ah

a -bod
h

icittasattva

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

citta

は
〈
心
〉
の
意
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

M
ah

a -bod
h

icitta-

sattva

を
漢
語
に
直
訳
す
れ
ば
〈
大
菩
提
心
有
情
〉
と
な
り
、
や
は

り
〈
大
菩
提
心
〉
と
〈
有
情
〉
と
を
単
に
連
結
し
た
に
過
ぎ
な
い
語

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
語
か
ら
だ
け
で
は
こ
れ
以
上
原
意
を
追
究
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
平
川
に
従
い
〈
菩
提

〉
に
ａ
〈
菩
提
を
有
す
る
有
情
〉、

ｂ
〈
菩
提
を
求
め
る
有
情
〉
の
二
義
あ
る
を
認
め
る
と
し
て
も
、
ａ

の
〈
有
す
る
〉
で
は
あ
ま
り
に
も
後
期
大
乗
の
臭
気
が
強
す
ぎ
る
。

さ
き
に
掲
げ
たH

ar
D

ayal

に
よ
る
〈
菩
提

〉
の
各
種
の
意
の

う
ち
①
④
⑤
は
、
こ
の
ａ
か
ら
派
生
し
た
意
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推

定
で
き
る
。
ま
た
③
⑥
⑦
は
ｂ
か
ら
派
生
し
た
意
、
あ
る
い
は
単
な

る
言
い
換
え
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
来
は
〈
菩
提
を
求
め
る
有
情
〉
こ
そ
が
〈
菩
提

〉
の
正
し

い
意
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
正
反
対
の
意
で
あ
る
〈
菩

提
を
有
す
る
有
情
〉
を
生
ん
だ
の
は
、
か
な
り
後
代
に
な
っ
て
か
ら

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。〈
菩
提
を
有
す
る
有
情
〉
の
意
で
は
、
そ

こ
か
ら
修
行
を
撥
無
す
る
後
期
大
乗
へ
の
逕
庭
は
ほ
と
ん
ど
な
き
に

等
し
い
の
で
あ
る
。

８
〈
菩

〉
と
〈
大
乗
〉

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、〈
菩

〉
の
原
意
は
〈
菩
提
を
求
め
る

衆
生
〉
と
す
る
の
が
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
〈
仏
道
修
行
に
志
す
者
〉
す
べ
て
を
さ
す
、
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

部
派
仏
教
（
小
乗
）
の
時
代
に
お
い
て
も
、〈
菩

〉
の
語
は
存
在

し
た
。『
阿
含
経
』
に
そ
の
用
例
が
い
く
つ
か
見
え
る
（『
長
阿
含
経
』

第
一
な
ど
）。
こ
れ
は
、
後
代
に
竄
入
さ
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
古

く
は
こ
の
語
は
〈
仏
道
修
行
に
志
す
者
〉
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
、〈
菩
提
を
有
す
る
衆
生
〉

の
意
で
捉
え
ら
れ
た
り
、
い
わ
ゆ
る
〈
三
乗
〉（
声
聞
・
縁
覚
・
菩

）

の
差
を
設
け
た
り
す
る
の
は
、
専
ら
〈
大
乗
〉
が
現
れ
て
か
ら
で
あ

る
。
本
来
は
〈
仏
た
ら
ん
と
志
す
者
〉
は
す
べ
て
〈
菩

〉
な
の
で

あ
る
。
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イ
ン
ド
思
想
一
般
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
あ
る
語
の
原
意
を
尋
ね

る
た
め
に
は
、
後
代
に
付
さ
れ
た
誇
張
、
拡
大
解
釈
、
加
上
、
増
広
、

付
会
等
を
取
り
払
っ
て
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
や
や
も
す
れ
ば
、

後
代
の
用
語
法
で
思
考
す
る
罠
に
陥
る
。
極
め
て
注
意
が
肝
要
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
後
代
に
お
け
る
意
味
づ
け
を
取
り
払
う
作
業
は

至
っ
て
困
難
な
も
の
で
あ
る
。
時
代
を

れ
ば

る
だ
け
原
意
を

む
こ
と
は
難
し
い
。
イ
ン
ド
は
歴
史
な
き
国
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、
用
い
て
い
る
資
料
の
成
立
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
す
ら
不

可
能
な
場
合
が
往
々
に
し
て
あ
る
。
最
終
的
に
は
、
解
釈
者
の
公
正

な
良
識
に
任
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

本
来
は
〈
菩
提
を
求
め
る
衆
生
〉
＝
〈
菩

〉
で
あ
っ
た
も
の
か

ら
、〈
菩
提
を
有
す
る
衆
生
〉
＝
〈
仏
〉
へ
の
移
行
が
、〈
大
乗
仏
教
〉

な
の
で
あ
る
。

〈
大
乗
〉
は
〈
菩

〉
を
指
向
す
る
教
え
で
あ
る
、
と
さ
き
に
書

い
た
が
、
そ
の
場
合
の
〈
菩

〉
の
意
味
は
〈
菩
提
を
有
す
る
衆
生
〉

へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〈
大
乗
〉
に
お
け
る
〈
菩

〉
は
、

も
は
や
〈
仏
〉
と
成
る
こ
と
を
求
め
な
い
。
一
個
の
完
成
さ
れ
た
到

達
点
、〈
出
離
せ
ぬ
仏
〉
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
勿
論
矛
盾
撞
着
し
た
観
念
で
あ
る
。

９仏
教
に
お
け
る
〈
救
済
〉

〈
大
乗
〉
に
お
い
て
は
、〈
菩

〉
は
〈
衆
生
済
度
〉
の
た
め
〈
輪

廻
転
生
〉
を
繰
り
返
す
、
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、〈
成
仏
〉
＝

〈
無
余
涅
槃
〉
を
忌
避
す
る
の
で
あ
る
。

〈
大
乗
〉
信
奉
者
は
、
こ
の
言
を
聞
い
て
、
否
、
と
叫
ぶ
で
あ
ろ

う
。〈
成
仏
〉
を
忌
避
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
〈
衆
生
〉
を

〈
済
度
〉（
救
済
）
し
尽
く
し
た
末
に
、
は
じ
め
て
〈
成
仏
〉
す
る
の

だ
、
と
。

そ
れ
で
は
問
う
が
、〈
救
済
〉
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。〈
衆
生
済
度
〉

と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
行
為
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
が
思
う
に
、〈
大
乗
〉
信
奉
者
が
脳
裏
に
思
い
描
い
て
い
る

〈
救
済
〉
と
は
極
め
て
〈
現
世
〉
的
色
彩
の
強
い
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
否
、
ほ
と
ん
ど
〈
現
世
〉
の
謳
歌
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
だ
ろ
う
。〈
現
世
〉
に
お
け
る
円
満
具
足
こ
そ
が
、〈
大
乗
〉
の
目

指
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。〈
済
度
〉
と
い
う
語
の
持
つ
本

来
の
意
味
（〈
此
岸
〉
か
ら
〈
彼
岸
〉
へ
）
は
失
わ
れ
れ
お
り
、
あ
る
の

は
〈
此
岸
〉（〈
現
世
〉）
享
楽
の
み
で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な

意
味
の
す
り
替
え
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
で
は
本
来
、
他
者
を
救
済
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
自
己

を
救
済
す
る
の
み
で
あ
る
。
あ
る
者
の
因
業
を
、
他
者
が
消
滅
さ
せ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
自
ら
が
、
自
ら
の
因
業
に
対
処

す
る
よ
り
他
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
者
で
あ
れ
、
こ
の
法
則
か

ら
逃
れ
る
す
べ
は
な
い
。〈
自
業
自
得
〉
と
は
単
な
る
成
句
で
は
な
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い
の
で
あ
る
。
仏
教
的
世
界
把
握
を
表
す
言
葉
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
〈
衆
生
〉
を
救
済
す
る
た
め
に
〈
輪
廻

転
生
〉
を
繰
り
返
し
、
す
べ
て
の
〈
衆
生
〉
を
救
済
し
終
え
て
は
じ

め
て
〈
成
仏
〉
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
愚
劣
極
ま
り
な

い
絵
空
事
で
あ
る
か
は
、
冷
静
に
物
事
を
観
察
で
き
る
者
に
お
い
て

は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
児
戯
に
も
劣
る
世
迷
い
言
を

麗
々
し
く
教
壇
や
著
書
に
お
い
て
唱
え
つ
づ
け
る
こ
と
ほ
ど
、
社
会

に
害
毒
を
垂
れ
流
し
、
世
人
の
信
仰
心
を
損
な
う
も
の
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

仏
教
に
お
け
る
救
済
と
は
〈
涅
槃
〉
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

〈
現
世
〉
謳
歌
、〈
此
岸
〉
享
楽
な
ど
〈
異
教
〉
の
発
想
で
あ
る
。

〈
仏
陀
〉
の
教
え
か
ら
こ
れ
ほ
ど
遠
い
も
の
も
な
い
。
救
済
の
の
ち

に
得
ら
れ
る
も
の
が
、〈
現
世
〉
謳
歌
、〈
此
岸
〉
享
楽
で
あ
る
な
ら

ば
、
も
は
や
〈
出
家
〉
さ
え
も
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。〈
在
家

仏
教
〉
な
る
も
の
の
生
ず
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

仏
教
の
目
指
す
も
の
は
〈
断
滅
〉
で
あ
る
。〈
現
世
〉
に
対
す
る

執
着
を
す
べ
て
断
ち
切
っ
て
〈
涅
槃
〉
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
真
摯
に
修
行
に
励
み
、
日
々
執
着
を
削
ぎ
落
と
し
つ
つ
あ
る

者
た
ち
を
、〈
縁
覚
〉
で
あ
る
、〈
独
覚
〉
で
あ
る
、
と
蔑
ん
で
は
な

ら
な
い
。〈
縁
覚
〉〈
独
覚
〉
こ
そ
修
行
者
〈
仏
陀
〉
の
真
姿
を
あ
り

の
ま
ま
に
伝
え
る
者
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

〈
衆
生
済
度
〉
な
ど
と
い
う
駄
法
螺
を
高
唱
し
て
止
ま
な
い
堕
落

し
き
っ
た
〈
三
乗
思
想
〉
の
上
に
胡
座
を
か
き
、〈
出
離
生
死
〉
に

懸
命
な
修
行
者
を
捉
え
て
〈
声
聞
〉〈
縁
覚
〉
は
〈
焦
種
〉
な
ど
と

誹
謗
す
る
の
は
本
末

倒
も
甚
だ
し
い
。
そ
の
言
は
実
に
〈
仏
陀
〉

そ
の
人
を
誹
謗
す
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。〈
仏
陀
〉
そ
の
人
の
行
実

を
撥
無
す
る
言
動
で
あ
る
。〈
仏
陀
〉
そ
の
人
が
生
涯
賭
け
て
成
し

遂
げ
た
偉
大
な
る
行
い
の
意
義
を
愚
弄
す
る
発
言
な
の
で
あ
る
。
正

し
く
そ
れ
は
〈
排
仏
〉
の
言
で
あ
る
。

10
〈
苦
行
〉
の
意
義

〈
仏
陀
〉
の
生
涯
に
つ
い
て
知
る
者
誰
し
も
が
、
あ
る
感
慨
を
伴

わ
ず
に
は
想
い
起
こ
せ
な
い
挿
話
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
〈
苦

行
の
停
止
〉
で
あ
る
。

尼
連
禅
（N

airañ
jan

a -

）
河
畔
、
優
楼
頻
螺
（U

ru
bilva -

）
の
苦
行
林

に
お
い
て
断
食
行
に
励
ん
で
い
た
瞿
曇
は
、
あ
る
時
、
ひ
た
す
ら
肉

体
を
苦
し
め
つ
づ
け
る
だ
け
の
断
食
行
の
効
果
に
絶
望
し
、
断
食
を

廃
し
て
善
生
（Suja -ta

）
の
施
す
乳
粥
の
供
養
を
受
け
た
。

な
に
ゆ
え
に
苦
行
を
廃
し
た
の
か
。
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
二

つ
の
仏
伝
が
あ
る
。

『
方
広
大
荘
厳
経
』
巻
第
七
「
往
尼
連
河
品
」
第
十
八
に
曰
く

Ａ
「
仏
告
諸
比
丘
、
菩

作
是
思
惟
、
過
現
未
来
所
有
沙
門
、
若

婆
羅
門
、
修
苦
行
時
、

迫
身
心
、
受
苦
悩
者
、
応
知
是
等
但
自
苦
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己
都
無
利
益
、
復
作
是
念
、
我
今
行
此
最
極
之
苦
、
而
不
能
証
出
世

勝
智
、
即
知
苦
行
非
菩
提
因
、
亦
非
知
苦
断
集
証
滅
修
道
、
必
有
余

法
当
得
断
除
生
老
病
死
」

Ｂ
「
復
作
是
念
、
我
昔
於
父
王
園
中
閻
浮
樹
下
、
修
得
初
禅
、
我

於
爾
時
身
心
悦
楽
、
如
是
乃
至
証
得
四
禅
、
思
惟
往
昔
曾
証
得
者
、

是
菩
提
因
必
能
除
滅
生
老
病
死
」

Ｃ
「
菩

復
作
是
念
、
我
今
将
此
羸

之
身
不
堪
受
道
、
若
我
即

以
神
力
及
智
慧
力
、
令
身
平
復
向
菩
提
場
、
豈
不
能
弁
如
是
之
事
、

即
非
哀
愍
一
切
衆
生
、
非
是
諸
仏
証
菩
提
法
、
是
故
我
今
応
受
美
食

令
身
有
力
、
方
能
往
詣
菩
提
之
場
」

ま
た
、『
仏
本
行
集
経
』
巻
第
二
十
五
「
精
進
苦
行
品
」
下
に
曰

く
ａ
「
爾
時
菩

、
復
作
如
是
思
惟
念
言
、
若
有
沙
門
及
婆
羅
門
、

過
去
世
時
、
求
自
利
故
、
受
於
大
苦
、
或
心
不
喜
、
或
復
身
心
悉
皆

不
喜
、
如
是
所
受
、
彼
諸
沙
門
及
婆
羅
門
、
不
過
此
苦
、
如
我
今
求

自
利
益
故
、
今
受
於
此
身
意
及
心
不
喜
等
苦
、
若
復
来
世
有
諸
沙
門

及
婆
羅
門
、
為
自
利
故
、
所
受
身
心
一
切
苦
時
、
不
過
於
此
、
如
我

今
求
自
利
益
故
身
心
受
苦
、
唯
未
証
得
上
人
之
法
、
未
得
知
見
、
未

証
増
益
、
更
復
何
道
而
取
菩
提
」

ｂ
i
「
菩

更
復
如
是
思
惟
、
我
念
昔
在
父
王
宮
内
、
観
作
田
時
、

値
一
涼
冷
閻
浮
樹
蔭
、
我
見
彼
已
、
坐
彼
蔭
下
、
捨
離
一
切
諸
欲
染

心
、
厭
薄
一
切
不
善
之
法
、
起
分
別
心
、
楽
於
寂
定
而
生
喜
楽
、
証

得
初
禅
、
我
今
可
還
念
彼
禅
定
、
此
路
応
向
菩
提
之
道
、
菩

如
是

思
惟
念
已
、
如
法
正
観
一
心
、
而
入
彼
之
寂
定
、
望
因
此
道
至
於
菩

提
、
即
説
偈
言

此
法
既
非
是
離
慾
　
亦
復
非
正
趣
菩
提

又
非
解
脱
之
勝
因
　
但
是
身
心
之
苦
本

若
我
於
今
欲
修
学
　
応
当
如
昔
観
作
田

坐
彼
閻
浮
樹
下
蔭
　
離
染
獲
証
四
禅
定
」

ｂ
ii
「
爾
時
菩

、
復
作
如
是
思
惟
念
言
、
彼
之
楽
者
、
唯
遠
諸

慾
及
不
善
法
、
我
今
豈
可
不
知
彼
楽
、
我
今
乃
可
証
彼
楽
故
、
為
欲

成
就
一
切
知
見
」

ｃ
「
菩

更
復
如
是
思
惟
、
我
欲
成
就
知
見
楽
者
、
応
得
生
楽
、

但
我
羸

無
有
気
力
、
豈
可
以
身
痩
無
力
故
、
能
得
彼
楽
、
我
今
可

為
身
求
力
故
、
而
食

食
」

以
上
の
記
述
を
分
析
し
て
、
瞿
曇
の
〈
苦
行
〉
を
停
止
し
た
真
意

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

ま
ず
、
Ａ
お
よ
び
ａ
で
は
、
苦
行
は
菩
提
を
求
め
る
方
法
と
は
な

ら
な
い
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
次
い
で
Ｂ
お
よ
び
ｂ
で
は
、
出
家

前
に
苦
行
に
拠
ら
な
い
で
初
禅
に
達
し
た
体
験
を
回
想
し
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
の
Ｃ
お
よ
び
ｃ
で
は
、
菩
提
を
得
る
た
め
に
食
事
を
摂

っ
て
肉
体
を
元
に
戻
そ
う
と
い
う
決
意
で
あ
る
。

問
題
は
苦
行
無
効
の
理
由
を
説
く
Ａ
お
よ
び
ａ
で
あ
る
。
細
か
に

見
て
み
る
と
、
Ａ
で
は
「
た
だ
単
に
自
ら
を
苦
し
め
る
こ
と
は
す
べ
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て
何
の
利
益
に
も
な
ら
な
い
こ
と
だ
」
と
し
て
お
り
、
ま
る
で
あ
た

か
も
苦
行
そ
の
も
の
が
無
効
な
も
の
な
の
で
は
な
く
、
断
食
に
よ
っ

て
た
だ
闇
雲
に
自
ら
を
苦
し
め
つ
づ
け
る
だ
け
で
は
効
果
が
な
い
、

と
し
て
い
る
と
解
釈
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
ａ
で
は
「
自
ら
の
利

益
だ
け
を
追
求
し
て
肉
体
に
苦
を
受
け
る
の
は
、
修
行
者
と
し
て
の

徳
を
得
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
智
慧
あ
る
見
識
も
得

ら
れ
ず
、
利
益
を
増
す
こ
と
に
も
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
つ

ま
り
、
つ
き
つ
め
て
考
え
て
み
る
と
「
自
ら
の
利
益
だ
け
を
求
め
て

の
苦
行
」
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、〈
苦
行
の
停
止
〉
の
内
実
は
、
単

な
る
〈
苦
行
の
停
止
〉
な
の
で
は
な
く
、
自
利
と
し
て
の
〈
苦
行
〉

を
停
止
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
利
他
と
し
て
の
〈
苦
行
〉
へ
と
道

を
開
く
も
の
な
の
で
あ
る
。〈
苦
行
の
停
止
〉
と
い
う
瞿
曇
の
決
断

は
、
ま
さ
に
〈
哀
愍
一
切
衆
生
〉
と
し
て
の
〈
苦
行
〉
と
い
う
よ
り

峻
厳
な
新
た
な
る
〈
苦
行
〉
を
目
指
す
跳
躍
点
と
も
称
す
べ
き
も
の

な
の
で
あ
る
。

11
〈
利
他
〉
と
〈
救
済
〉

前
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
瞿
曇
の
行
っ
た
〈
苦
行
の
停
止
〉

は
、〈
自
利
の
苦
行
〉
の
停
止
で
あ
る
と
と
も
に
、〈
利
他
の
苦
行
〉

の
開
始
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
利
他
〉
と
〈
救
済
（
済
度
）〉
と
を
、
同
一
視
し
て
は
な
ら

な
い
。
既
述
の
如
く
、
本
来
仏
教
に
お
い
て
は
他
者
に
対
す
る
〈
救

済
〉
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
あ
く
ま
で
自
己
が
自
己
の

力
に
よ
っ
て
自
己
の
み
を
〈
救
済
〉
す
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
業
を

消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ひ
と
り
自
己
の
み
で
あ
る
。
こ

の
基
本
原
則
が
了
解
で
き
な
け
れ
ば
、
仏
陀
の
真
意
を
最
後
ま
で
取

り
違
え
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。〈
救
済
仏
〉
と
い
っ
た
観
念
が

生
ず
る
に
至
る
の
は
、
仏
滅
後
数
百
年
も
経
た
後
代
の
こ
と
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
〈
讃
仏
乗
〉
と
い
っ
た
仏
陀
の
真
意
と
は
お
よ
そ
何
ら
の

関
わ
り
も
な
い
集
団
が
発
生
し
て
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で

あ
る
。

〈
仏
〉
は
自
己
以
外
の
者
を
何
者
も
〈
救
済
〉
し
な
い
し
、
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
各
自
が
〈
仏
〉
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め

て
各
自
が
〈
救
済
〉
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
果
し
て
〈
利
他
〉
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
指
す

の
で
あ
ろ
う
か
。

12
〈
利
他
〉
と
〈
自
利
〉

〈
利
他
〉
が
他
者
を
〈
救
済
〉
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
な
ら

ば
、
い
か
な
る
事
柄
を
〈
利
他
〉
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
他
者
に
対
し
〈
慈
悲
心
〉
を
起
こ
し
、
他
者
に
対
し
て
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自
己
を
〈
捨
離
〉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
自
己
犠
牲
の
精
神
に
基
づ
き
、

無
償
の
行
為
を
他
者
に
施
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、〈
救
済
〉

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、〈
救
済
〉
は
〈
此
岸
〉
か
ら

〈
彼
岸
〉
へ
の
移
行
で
あ
る
が
、〈
利
他
〉
は
あ
く
ま
で
も
〈
此
土

（
此
岸
）〉
に
お
け
る
行
為
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

仏
陀
は
こ
の
〈
利
他
〉
の
行
為
を
、
自
己
の
行
ず
べ
き
行
と
し
て
、

自
ら
の
思
惟
と
選
択
に
基
づ
き
生
涯
課
し
た
の
で
あ
る
。

〈
利
他
〉
ほ
ど
苛
酷
な
〈
苦
行
〉
は
存
在
し
な
い
。
無
人
の
境
に

お
け
る
断
食
等
の
自
己
の
肉
体
を
苦
し
め
る
行
は
、
凍
死
者
の
よ
う

に
甘
美
な
死
へ
と
誘
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
り
、
翻
っ

て
考
え
て
み
れ
ば
さ
ほ
ど
困
難
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
行
で
は
、
と
う
て
い
宿
業
を
断
じ
、
執
着
を
滅
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
殺
者
と
同
様
、
生
そ
の
も
の
に
対
す
る

厭
離
の
念
が
成
熟
せ
ず
、
己
の
業
因
を
使
い
切
る
（
消
尽
）
に
至
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
現
に
生
き
る
生
に
対
す
る
厭

悪
だ
け
で
、
生
そ
の
も
の
に
対
す
る
厭
悪
が
完
成
さ
れ
な
い
た
め
に
、

再
生
の
因
を
残
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。〈
不
生
〉
を
目
指
す

た
め
に
は
、
よ
り
苛
酷
な
、
二
度
と
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
を
望
ま
せ

な
い
周
到
な
断
滅
法
を
講
じ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
真
に
徹

底
的
に
執
着
を
離
れ
さ
せ
る
苦
行
と
は
〈
利
他
行
〉
を
お
い
て
他
に

は
な
い
。

〈
成
道
〉
以
前
の
〈
苦
行
停
止
〉
の
時
点
に
お
い
て
、
瞿
曇
が
一

生
を
賭
け
て
な
す
べ
き
事
柄
は
す
で
に
決
定
し
て
い
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。

〈
利
他
行
〉
こ
そ
は
、
仏
陀
が
最
終
的
に

み
取
っ
た
窮
極
の

〈
解
脱
〉
法
な
の
で
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
〈
涅
槃
〉
へ
の
直
路

な
の
で
あ
る
。〈
利
他
行
〉
こ
そ
が
、〈
灰
身
滅
智
〉
へ
の
捷
径
な
の

で
あ
り
、
完
全
断
滅
を
も
た
ら
す
〈
苦
行
〉
中
の
〈
苦
行
〉
な
の
で

あ
る
。

人
は
執
着
の
生
き
物
で
あ
る
。
執
着
と
は
、
自
己
に
対
す
る
執
着
、

自
己
の
利
益
と
な
る
事
柄
に
対
す
る
執
着
に
他
な
ら
な
い
。〈
愛
執
〉

と
は
、
自
己
の
望
む
も
の
に
対
す
る
〈
喝
愛
〉
で
あ
り
、
突
き
詰
め

れ
ば
自
己
保
存
の
欲
、
自
己
愛
に
他
な
ら
な
い
。
終
極
的
に
は
、
人

間
と
い
う
存
在
の
基
礎
に
は
こ
の
自
己
保
存
の
欲
望
が
厳
然
と
し
て

あ
る
、
と
い
う
認
識
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
自
己
保
存
の
欲

望
が
〈
業
〉
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と

こ
そ
が
、
仏
教
の
目
指
す
最
終
目
的
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
仏

教
徒
と
称
せ
ら
れ
る
者
た
ち
の
な
す
べ
き
事
柄
は
な
い
の
で
あ
る
。

仏
陀
が
目
指
し
た
も
の
は
〈
業
〉
の
断
滅
に
よ
る
〈
涅
槃
〉
な
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
緊
喫
事
で
あ
る
。

他
者
の
た
め
に
自
己
の
肉
体
・
精
神
を
日
々
、
削
ぎ
、
抉
り
、
消

尽
さ
せ
、〈
顔
色
憔
悴
、
形
容
枯
槁
〉
し
て
果
て
る
こ
と
、〈
捨
身
飼

虎
〉
の
如
き
英
雄
的
壮
挙
、
こ
れ
が
〈
利
他
行
〉
を
行
ず
る
者
の
理

想
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
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逆
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
窮
極
の
苦
行
形
態
で
あ
る
〈
利
他
行
〉

は
、
明
察
の
読
者
は
夙
に
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、〈
窮
極
的
自

利
〉
＝
〈
涅
槃
〉
を
目
指
す
た
め
の
、
単
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
の

で
あ
る
。

13
〈
成
道
〉
と
〈
成
仏
〉

〈
成
道
〉
と
は
、〈
十
二
因
縁
〉
の
感
得
で
あ
る
。〈
十
二
因
縁
〉

と
は
、〈
煩
悩
〉
断
滅
の
た
め
の
論
理
的
終
始
を
十
二
の
要
素
に
分

か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
順
観
・
逆
観
す
る
こ
と
に
よ
り
〈
無

明
〉
解
消
は
い
か
に
な
す
べ
き
か
を
識
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
長
阿
含
経
』
巻
第
十
「
大
縁
方
便
経
」
第
九
、『
仏
般
泥

経
』
巻

上
、『
中
阿
含
経
』
巻
第
十
「
習
相
応
品
」
第
五
「
涅
槃
経
」
第
十

四
、『
増
壱
阿
含
経
』
巻
第
四
十
六
「
放
牛
品
」
第
四
十
九
、『
雑
阿

含
経
』
巻
第
十
二
、『
人
本
欲
生
経
』、『
大
毘
婆
沙
論
』
第
二
十
二

等
に
よ
れ
ば
、
そ
の
十
二
の
項
目
（
十
二
支
）
と
は
、

①
無
明
、
痴
（avidya -,avijja -

）

②
行
（sam. ska -ra,san .kha -ra

）

③
識
（vijña -na,viñña -n. a

）

④
名
色
、
字
色
、
名
字
（na -m

aru -pa

）

⑤
六
処
、
六
入
、
六
入
処
（s. ad. a -yatana,sal. a -yatana

）

⑥
触
、
栽
、
更
楽
（sparśa,phassa

）

⑦
受
、
痛
、
覚
（vedana -

）

⑧
愛
（tr. s. n. a -,tan. ha -

）

⑨
取
、
求
（upa -da -na

）

⑩
有
（bhava

）

⑪
生
（ja -ti

）

⑫
老
死
、
老
病
死
、
老
病
死
憂
悲
悩
苦
（jara -m

aran. a

）

を
指
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
〈
苦
〉
の
生
ず
る
各
楷
梯
を
示
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
一
番
最
初
の
①
無
明
を
滅
す
る
こ
と
に
よ
り
、
順
次

各
楷
梯
が
消
滅
し
て
ゆ
き
、
最
終
的
に
〈
苦
〉
の
顕
示
さ
れ
た
形
態

で
あ
る
⑫
老
死
の
消
滅
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

成
道
後
、
梵
天
勧
請
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
仏
陀
は
利
他
の
た
め
に

法
を
説
く
こ
と
を
決
意
し
た
、
と
古
来
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
〈
苦
行
停
止
〉
の
真
意
を
閑
却
し
た
見
方
で
あ
る
。

『
普
曜
経
』
巻
第
七
「
梵
天
勧
助
説
法
品
」
第
二
十
二
、『
方
広
大

荘
厳
経
』
巻
第
十
「
大
梵
天
王
勧
請
品
」
第
二
十
五
、『
仏
本
行
集

経
』
巻
第
三
十
二
・
三
十
三
「
梵
天
勧
請
品
」
第
三
十
六
等
に
見
ら

れ
る
こ
の
一
挿
話
は
、
神
話
的
粉
飾
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

（〈
梵
天
勧
請
〉
に
絶
大
な
意
義
を
見
出
す
説
も
あ
る
。
例
え
ば
、
山
口
益

『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』（
理
想
社
、
一
九
六
四
）
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
が
、

大
乗
に
対
す
る
評
価
偏
重
と
い
え
よ
う
。）

〈
苦
行
停
止
〉
＝
〈
利
他
行
へ
の
移
行
〉
こ
そ
が
、〈
成
仏
〉
＝

〈
般
涅
槃
〉
に
向
け
て
の
〈
実
践
理
念
の
完
成
〉
な
の
で
あ
り
、〈
成
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道
〉
は
そ
の
〈
実
践
理
念
の
完
成
〉
に
基
づ
く
〈
理
論
認
識
の
完
成
〉

に
す
ぎ
な
い
。

14
〈
涅
槃
〉
を
説
く
経
典
お
よ
び
仏
入
滅
の
情
景
を
描
写
す
る
経
典

は
、
と
り
わ
け
珍
重
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
こ
そ
が
仏

陀
の
真
骨
頂
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
人
に
託
せ
ら
れ
た
仏
の

遺
言
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ

ら
を
通
じ
て
で
し
か
仏
陀
の
真
意
を
直
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
仏
弟
子
た
る
者
が
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
経
典
は
仏
陀
の
遺
言

を
記
す
涅
槃
経
典
類
を
措
い
て
は
他
に
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
な
か

に
大
乗
的
粉
飾
を
取
り
除
け
て
、
仏
陀
の
真
意
を
見
い
だ
す
べ
き
で

あ
る
。
試
み
に
、
い
く
つ
か
の
涅
槃
経
典
類
よ
り
仏
陀
の
遺
戒
を
抽

出
し
て
み
よ
う
。

阿
含
部

①
後
秦
仏
陀
耶
舎
共
竺
仏
念
訳
『
遊
行
経
』
三
巻

「
右
臂
紫
金
色
　
仏
現
如
霊
瑞
　
去
来
行
無
常
　
現
滅
無
放
逸
」

②
失
訳
『
般
泥

経
』
二
巻

「
今
覚
仏
極
尊
　
捨
婬
浄
無
漏
　
智
為
天
人
導
　
従
者
得
喜
予

夫
福
報
至
快
　
妙
願
志
皆
成
　
勇
疾
得
上
脱
　
吾
将
逝
泥

」

③
東
晋
法
顕
訳
『
大
般
涅
槃
経
』
三
巻

「
諸
行
無
常
　
是
生
滅
法
　
生
滅
滅
已
　
寂
滅
為
楽
」「
汝
等
当
知
、

一
切
諸
行
、
皆
悉
無
常
、
我
今
雖
是
金
剛
之
体
、
亦
復
不
免
無
常
所

遷
、
生
死
之
中
極
為
可
畏
、
汝
等
宜
応
勤
行
精
進
、
速
求
離
此
生
死

火
坑
、
此
則
是
我
最
後
教
也
、
我
般
涅
槃
、
其
時
已
至
」

な
お
、
西
晋
白
法
祖
訳
『
仏
般
泥

経
』
二
巻
は
、
仏
陀
末
期
の

言
に
〈
生
天
〉
説
な
ど
が
見
え
る
た
め
、
そ
の
依
用
は
避
け
る
べ
き

で
あ
る
。

涅
槃
部

④
唐
若
那
跋
陀
羅
訳
『
大
般
涅
槃
経
後
分
』
二
巻

「
我
涅
槃
後
　
汝
等
大
衆
　
応
広
修
行
早
出
三
有
　
勿
復
懈
怠
散

心
放
逸
」

⑤
蕭
斉
曇
景
訳
『
摩
訶
摩
耶
経
』
二
巻

「
我
生
分
已
尽
　
梵
行
久
已
立
　
所
作
皆
已
弁
　
不
受
於
後
有

願
母
自
安
慰
　
不
須
苦
憂
悩
　
一
切
行
無
常
　
信
是
生
滅
法
　
生
滅

既
滅
已
　
寂
滅
為
最
楽
」

⑥
姚
秦
鳩
摩
羅
什
訳
『
仏
垂
般
涅
槃
略
説
教
誡
経
』
一
巻
（『
仏

遺
教
経
』）

「
汝
等
比
丘
、
常
当
一
心
勤
求
出
道
、
一
切
世
間
動
不
動
法
、
皆

是
敗
壊
不
安
之
相
、
汝
等
且
止
、
勿
得
復
語
、
時
将
欲
過
我
欲
滅
度
、

是
我
最
後
之
所
教
誨
」

く
れ
ぐ
れ
も
、
以
下
に
掲
げ
る
四
経
典
を
参
看
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
に
は
〈
涅
槃
〉
そ
の
も
の
を
撥
無
す
る
〈
法
身
常
住
〉
説
や

ア
ー
リ
ア
性
を
明
示
す
る
〈
常
・
楽
・
我
・
浄
〉
的
頽
廃
の
瀰
漫



人
種
と
涅
槃
（
塩
崎
）

四
四
八

横

が
目
に
余
る
ほ
ど
に
顕
著
で
あ
り
、
し
か
も
仏
陀
の
後
の
者
に

与
え
し
平
易
簡
潔
な
教
誡
が
も
の
の
み
ご
と
に
切
除
滅
却
せ
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

・
北
凉
曇
無
讖
訳
『
大
般
涅
槃
経
』
四
十
巻

・
宋
慧
厳
等
訳
『
大
般
涅
槃
経
』
三
十
六
巻

・
東
晋
法
顕
共
仏
駄
跋
陀
訳
『
仏
説
大
般
泥

経
』
六
巻

・
西
晋
竺
法
護
訳
『
仏
説
方
等
般
泥

経
』
二
巻
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「
文
化
の
中
に
思
想
は
育
ち
、
育
っ
た
思
想
は
そ
の
文
化
を
越
え

よ
う
と
す
る
。
と
く
に
宗
教
の
場
合
、
宗
教
は
文
化
の
も
つ
弊
害
・

禍
患
を
救
い
、
文
化
の
正
し
い
歩
み
に
方
向
づ
け
を
与
え
る
役
割
を

荷
う
。
例
え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
具
体
的
事
例
を
挙
げ
れ
ば
、
そ

れ
は
ブ
ッ
ダ
が
ア
リ
ア
ン
文
化
の
中
に
生
活
し
て
、
真
理
の
体
現
者

と
し
て
示
し
た
か
れ
の
説
法
教
化
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ブ
ッ
ダ
の
精
神
、
ブ
ッ
ダ
の
教
え
が
宗
教
・
倫
理
・
哲
学
の
各

方
面
に
わ
た
っ
て
い
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
方
面
だ
け
極
限
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
六
師
を
初
め
と
す
る
諸
他
の

イ
ン
ド
の
思
想
家
と
区
別
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ブ
ッ
ダ

の
思
想
の
独
自
性
は
、
た
ゞ
単
に
表
現
の
独
自
性
と
い
う
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
ブ
ッ
ダ
は
世
間
に
随
順
し
、
ア
リ
ア
ン
文
化
の

一
員
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
か
つ
、
ア
リ
ア
ン
文
化
を

越
え
ん
と
し
た
の
は
、
ア
リ
ア
ン
文
化
か
ら
の
逃
避
を
叫
ん
だ
の
で

も
な
く
、
そ
れ
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
も
な
か
っ
た
。
実
に
、

ブ
ッ
ダ
の
根
本
的
立
場
は
、
ア
リ
ア
ン
文
化
の
回
復
で
あ
り
、
そ
の

本
源
を
万
人
と
共
に
探
求
し
て
真
の
文
化
人
と
な
る
こ
と
に
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。」（
早
島
鏡
正
『
初
期
仏
教
と
社
会
生
活
』〔
岩
波
書
店
、

一
九
六
四
〕
十
二
頁
）

右
の
如
き
奇
矯
な
説
が
正
面
切
っ
て
唱
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は

極
め
て

か
わ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
け
る
仏
教
学
界
の

指
導
的
立
場
に
あ
る
者
が
か
か
る
言
辞
を
弄
し
て
憚
ら
な
い
、
ま
た

聞
く
側
も
何
ら
奇
異
に
思
わ
な
い
、
こ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
筆
者

は

か
な
が
ら
の
一
石
を
投
じ
た
い
の
で
あ
る
。
仏
陀
の
目
指
し
た

も
の
は
「
ア
リ
ア
ン
文
化
の
回
復
」
な
ど
で
は
な
く
、「
ア
リ
ア
ン

文
化
に
対
す
る
峻
拒
」
で
あ
る
。
ま
し
て
「
真
の
文
化
人
」
と
な
る

こ
と
な
ど
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。「
真
の
涅
槃
の
体
現
者
」
と
な
る

こ
と
こ
そ
が
、
仏
陀
が
最
終
的
に
目
指
し
た
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
は

「
ア
リ
ア
ン
文
化
」
な
ど
と
は
対
局
の
位
置
に
あ
る
事
柄
で
あ
る
。

ア
ー
リ
ア
が
覇
権
を
握
る
苦
悩
に
満
ち
た
こ
の
生
の
世
界
か
ら
の
抛

捨
こ
そ
が
、
仏
陀
の
真
に
追
い
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で

あ
る
。
な
に
ゆ
え
に
彼
等
仏
教
研
究
者
は
こ
の
こ
と
を
伏
せ
る
が
如

く
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
か
。
非
ア
ー
リ
ア
で
あ
る
不
可
触
民
と
仏

教
と
の

が
り
を
彼
等
仏
教
研
究
者
は
ま
る
で
そ
の
事
実
を
知
ら
ぬ

が
如
く
触
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
仏
教
の
覇
者
た
る
浄
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土
真
宗
と
皇
室
と
の
誰
も
が
知
る

が
り
が
、
こ
の
明
ら
か
な
仏
教

の
根
源
性
に
か
か
わ
る
事
柄
か
ら
目
を
逸
ら
さ
せ
て
い
る
に
違
い
な

い
。
こ
れ
は
筆
者
の
臆
断
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
賤
民
と
仏
教
と

の

が
り
を
、
何
宗
で
も
よ
い
、
一
人
の
僧
侶
に
尋
ね
て
み
る
が
よ

い
。
そ
の
僧
は
立
ち
ど
こ
ろ
に
立
腹
す
る
か
、
せ
せ
ら
笑
い
を
浮
か

べ
な
が
ら
否
定
し
去
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
…
…
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ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。（
筆
者
）


