
 
 

と
し
て
直
ち
に
「
再
認
識
 説
 」
 6
 母
音
曲
 ヴ
オ
 
こ
臣
 
S
 
 が
 思
い
う
か
べ
ら
れ
 

る
 。
こ
れ
は
、
人
間
（
ま
た
世
界
全
体
も
）
が
本
来
絶
対
 者
 シ
ヴ
ァ
に
 他
 な
ら
ず
そ
の
こ
と
を
認
識
す
る
，
」
と
に
 
よ
っ
て
解
脱
が
得
ら
れ
 

る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
再
認
識
」
を
得
る
た
め
 の
手
段
と
し
て
四
種
の
方
法
（
仁
で
 
ゅ
せ
 
が
）
が
説
か
れ
て
 い
る
。
こ
の
四
種
だ
 け
 

を
 見
る
時
、
カ
シ
 、
、
、
｜
ル
 

・
シ
ヴ
ァ
派
は
全
く
自
力
的
で
 非
常
に
哲
学
的
な
宗
教
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
 、
実
際
の
と
こ
ろ
は
 広
 
55  (363) 

八
 論
文
要
旨
 V
 
 本
稿
は
中
世
ヒ
ン
ド
ク
ー
 教
 中
の
シ
ヴ
ァ
 
教
 の
 
一
派
で
あ
る
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
の
救
済
論
の
体
系
を
 、
こ
の
派
の
最
大
の
人
 

物
ア
ビ
 
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
 コ
タ
ソ
 ト
ラ
ー
ロ
ー
カ
し
に
依
り
な
 が
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
 ま
 ず
 救
済
論
の
前
提
と
 

な
る
束
縛
の
原
因
に
つ
い
て
の
理
論
を
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
と
比
較
 し
な
が
ら
考
察
す
る
。
つ
い
で
救
済
の
手
段
で
あ
る
四
つ
の
 
㌍
で
卸
せ
 

簿
 （
方
法
）
の
 

体
系
を
分
析
し
、
こ
れ
が
単
に
個
人
的
方
法
で
あ
る
だ
け
で
は
 な
く
、
イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
 ソ
 儀
礼
（
 0
%
 偶
 ）
に
よ
る
弟
子
の
 救
済
の
方
法
を
も
 含
 

ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
更
に
赤
い
 

叶
 （
 
ぢ
ゅ
 （
 
曲
 （
恩
寵
の
力
 の
 降
下
）
の
体
系
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
恩
寵
と
し
て
の
 信
仰
（
 ヴ
ォ
 
p
F
 
ヱ
 ）
 が
 

救
済
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
 す
る
。
こ
の
よ
う
に
 タ
ソ
ト
 リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
、
神
秘
修
行
 と
 超
自
然
力
の
探
究
 

に
 加
え
て
、
 
す
下
 
a
k
t
@
 
は
大
き
な
位
置
を
占
め
、
解
脱
志
向
の
在
 家
 を
そ
の
重
要
な
対
象
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 

八
 キ
ー
ワ
ー
ド
 V
 

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
タ
ン
ト
リ
ズ
ム
、
シ
ヴ
ァ
 
教
 、
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
、
イ
ニ
シ
エ
 

イ
シ
，
ン
 、
神
秘
修
行
 

カ
シ
ミ
ー
ル
。
シ
ヴ
ァ
派
に
お
け
る
 目
で
卸
 
せ
の
と
 

か
 ド
ガ
（
 

ぢ
哩
い
 の
体
系
 

Ⅰ
 
"
 
"
 
丁
字
 

古
 同
島
 



聖
典
シ
ヴ
ァ
派
は
 カ
シ
、
、
、
｜
ル
 
・
シ
ヴ
ァ
派
と
同
じ
く
 

 
 

る
 

シ
ヴ
ァ
派
の
方
が
よ
り
遅
く
分
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
 。
ア
一
ガ
マ
自
体
に
二
元
論
的
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
し
  
 

の
が
 
由
 Ⅱ
。
 
寺
 。
 由
 
等
の
二
元
論
者
が
不
二
一
元
論
者
に
先
行
 し
て
い
た
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
に
お
  
 

理
 が
立
て
ら
れ
て
い
る
１
１
 主
 
（
黒
田
）
、
家
畜
（
 
つ
り
ぬ
仁
 

）
、
束
縛
（
 思
絆
 ）
で
あ
る
。
主
は
無
始
以
来
の
全
知
全
 肯
邑
 

（
 
つ
 
5
 ）
 

畜
は
個
々
の
魂
で
あ
っ
て
本
性
的
に
は
主
と
同
じ
能
力
 を
 持
ち
な
が
ら
束
縛
の
た
め
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
。
束
縛
 は
 

と
 呼
ば
れ
、
こ
れ
が
本
性
上
シ
ヴ
ァ
に
等
し
い
人
間
を
 無
始
以
来
覆
っ
て
い
る
。
こ
の
日
田
曲
は
実
体
的
な
も
の
 な
 が

、
ヵ
 
シ
ミ
ー
ル
・
 

理
論
化
に
関
し
て
も
 

て
は
三
つ
の
根
本
原
 

の
存
在
で
あ
り
、
 
家
 

（
 
G
 ）
 

「
汚
れ
」
（
 日
 曲
鼠
）
 

の
で
、
実
体
的
な
行
 

  

聖
典
シ
ヴ
ァ
派
に
お
け
る
束
縛
の
原
因
 

救
済
論
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
は
ま
ず
束
縛
の
原
因
が
 ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
 明
 ら
か
に
し
て
お
か
な
 

げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
 ヵ
シ
、
、
、
 

 
 

（
 
ぬ
 
0
 ヰ
 
セ
 が
の
ぎ
 
年
 甘
ゆ
コ
ヰ
 

簿
 ）
 

に
お
け
る
束
縛
の
概
念
か
ら
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

I
 

㌧
 q
p
 
Ⅰ
 甘
 リ
サ
ゴ
 
ど
田
 W
 
 
の
哲
学
 

（ ァ く   
の お に 

力 げ も 

の る 訴 

降 最 え 
下 天 か 
） の げ 
と 人 ら 

を 物 れ 
分 ア る 
析 ビ 要 
す ナ 素 
る ヴ を 

こァ と クち 持 
ヰこ フ   " 

叶曲 チし ヴオ 卜七つ が 0  日 タ ） @2 
カタ シ、 （ 

ノトラ 信愛） 

  
を の 

  
し （ 方   

姦 遷し 
た と ; 

し ) ㏄ 、 l 
。 牛 ル   

㌧㏄ シヴ % 簿 １ 

(364)  56 



 
 

性
質
を
持
つ
無
数
の
魂
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
個
々
 

の
 魂
は
本
質
的
に
平
等
で
あ
 

 
 

は
し
な
い
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
に
 

よ
っ
て
日
生
の
が
自
動
的
に
 

接
 
熟
し
て
い
く
な
ら
ば
各
個
我
の
行
為
の
多
少
に
 

ょ
 っ
て
い
く
ら
か
差
が
あ
る
に
し
て
も
ほ
 

ば
 同
時
に
日
色
 が
 ほ
 熟
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
 

笘
る
 。
こ
の
不
平
等
を
説
明
す
る
 
汎
 イ
ン
ド
的
理
論
 で
あ
る
カ
ル
マ
は
こ
の
場
合
切
げ
に
な
ら
な
い
。
何
故
な
 

ら
 、
た
と
え
時
間
的
に
は
 
無
 

 
 

姉
 
限
の
過
去
か
ら
世
界
が
存
在
し
て
い
る
に
し
て
も
、
 

論
理
的
に
は
カ
ル
マ
は
日
日
曲
の
後
に
来
る
二
次
的
な
 

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

シ
 
そ
し
て
日
色
 ド
 の
方
は
全
て
の
魂
に
共
通
の
単
一
の
 
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
精
神
的
存
在
 

で
は
な
く
多
数
で
あ
る
も
の
 

ゆ
は
 、
永
遠
で
は
な
い
、
つ
ま
り
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
 

る
 、
と
い
う
シ
ヴ
ァ
教
の
公
理
に
よ
っ
て
い
る
。
も
し
 

ョ
 p
F
p
 

が
多
数
で
あ
れ
ば
、
 

 
 

シ
 
シ
ヴ
ァ
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
 

な
り
、
シ
ヴ
ァ
は
義
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
聖
典
 

シ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

あ
る
が
無
数
の
「
妨
げ
る
 
力
 」
 尖
 0
 
口
目
 
ぺ
 
@
 
か
革
ま
り
）
を
持
つ
 

、
と
説
明
し
ょ
う
と
す
る
が
、
こ
れ
は
実
質
的
に
日
 

曲
 す
を
多
数
化
す
る
こ
と
 

ぬ
 
さ
せ
る
）
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
 

て
 神
を
義
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
 

聖
 典
 シ
ヴ
ァ
派
の
も
う
一
つ
の
 

    ipata  の体系 

っ の が 為 
聖 
典 
  
ウ     
    
派 
が @ 

  
泊 - Ⅰ   不一 物質   

的   
な 

Ⅱ 臣 

簿 ） 
  よ   
を 
ミ刀 

る 

口 , じ , 
め 

る   
の 

の 
ま、 @ 再 
  解   
の 釈 
苦 
し 

み 
セ @ ヒ 

満   
ち 
ナ、 Ⅰ 

輸 @ 
廻 
の   
世 の 、 は に 

界 時 こ 白 す 
の   
創造 

が 

八口 

簿 ） の 

を 
  

で え 為 

使 「 
あ ら に 

  る れ よ 

古 
。 て っ 

す 
こ い て 

」 

@ （ 到烈 8 れに 日 い下 ょ る 。こ （ ） 



こ
の
無
知
の
性
質
で
あ
る
 0
 こ
れ
は
通
常
の
無
知
で
は
な
 く
 、
意
識
の
自
己
限
定
か
ら
生
じ
る
一
種
の
不
充
足
感
 （
が
ロ
ロ
Ⅰ
づ
巳
（
（
）
 

P
 コ
 Ⅱ
 燵
什
ゆ
 

）
 、
 

-
 
Ⅱ
 @
 

対
象
を
享
受
し
ょ
う
と
す
る
欲
望
で
あ
る
。
こ
の
 ょ
ぅ
 

 
 

笘
と
 呼
ば
れ
、
通
常
の
 

｜
 
こ
ヰ
 
は
 @
 、
 満
足
な
説
明
と
な
ら
な
し
（
 、
 
o
"
 
0
@
 
 

こ
れ
は
結
局
そ
れ
 

ぞ
れ
の
魂
が
非
常
に
異
な
っ
た
程
度
の
日
 巴
舘
と
 結
び
 付
い
て
い
る
と
三
振
 す
 

る
の
と
同
じ
に
な
り
、
魂
の
不
平
等
を
仮
定
す
る
こ
と
に
 な
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
れ
に
対
し
て
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
は
絶
対
的
な
不
 三
 一
元
論
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
し
ょ
う
と
す
る
。
 

無
 数
の
魂
が
神
の
自
己
 

限
定
で
あ
っ
て
神
と
本
質
的
に
異
な
ら
な
い
も
の
で
あ
 れ
ば
 神
 議
論
的
問
題
は
生
じ
な
い
。
個
々
の
魂
の
間
の
差
 異
に
つ
い
て
も
神
が
自
 

己
 の
ど
の
部
分
を
限
定
し
ょ
う
が
自
由
で
あ
る
か
ら
 同
 様
に
問
題
と
な
ら
な
い
。
「
完
全
に
独
立
自
存
で
（
臼
茸
 リ
コ
 
（
 
r
a
 
）
精
神
を
本
質
 

と
し
 
（
 
0
 三
百
 罵
 ）
光
輝
を
本
性
と
す
る
（
 官
 ㌻
 ゅ
ぬ
 
翌
日
 斡
コ
 
）
神
は
 、
 自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
（
の
 
セ
 が
 す
ぽ
倒
つ
り
 

（
 
ド
ゴ
 
）
 
ロ
 自
ら
の
し
本
性
を
 

隠
す
戯
れ
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
令
月
江
 づ
 r
a
c
e
 

ゴ
餌
許
コ
 
ゅ
 下
田
 ゆ
せ
 
。
 幅
翠
 ）
、
多
数
の
個
我
と
な
る
」
（
 円
ナ
 ・
 %
 安
 
ト
 o
A
 
）
と
言
わ
れ
て
い
 

る
 0
 こ
う
し
た
神
の
自
己
限
定
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
 本
 性
 」
あ
る
い
は
「
戯
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
 よ
う
 に
 、
 
「
我
々
の
質
問
の
彼
方
 

に
あ
る
」
（
づ
下
・
 x
 田
 ・
 き
づ
 ）
。
ま
た
あ
る
所
で
は
「
 
最
 も
 成
し
難
い
こ
と
を
成
そ
う
と
す
る
意
志
」
 月
ト
 ・
 守
 
P
o
 
）
と
説
明
さ
れ
て
 ぃ
 

る
 。
光
輝
そ
の
も
の
で
あ
る
シ
ヴ
ァ
が
そ
の
本
性
を
隠
す
 ほ
ど
難
し
い
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
神
の
自
己
限
定
と
し
て
個
我
が
あ
る
の
で
あ
 る
が
、
個
我
は
そ
の
神
的
本
質
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
 、
 常
に
解
脱
の
可
能
 

性
 が
存
在
す
る
。
「
神
の
独
立
自
存
は
か
く
の
ご
と
 ぎ
 も
の
で
あ
る
の
で
、
個
我
の
形
を
取
っ
て
い
て
も
、
彼
は
 自
ら
の
浄
い
本
性
に
達
 

す
る
」
（
 づ
レ
 ・
 %
 安
・
 

P
0
8
 

。
こ
れ
は
、
後
で
述
べ
る
 ょ
 う
 に
神
の
恩
恵
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
 

こ
の
よ
う
な
恩
寵
中
心
 

の
 見
方
に
対
し
て
、
自
力
的
な
立
場
も
当
然
可
能
で
あ
る
 。
何
故
な
ら
、
個
我
は
本
性
上
シ
ヴ
ァ
に
他
な
ら
な
い
 か
ら
、
シ
ヴ
ァ
の
恩
寵
 

の
 働
き
は
自
己
内
部
か
ら
の
 働
 ぎ
と
し
て
も
現
れ
る
か
ら
 で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
日
田
 ド
は
 シ
ヴ
ァ
Ⅱ
意
識
の
自
 己
 隠
蔽
に
よ
る
無
知
 

Ⅱ
 -
 

（
 
P
 古
村
尾
）
と
し
て
 再
 解
釈
さ
れ
、
こ
の
無
知
を
滅
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
解
脱
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
 

@
 
」
こ
で
注
意
す
べ
 き
 は
   



カシ ; 一ル・シヴァ 派における 

四
種
の
毛
 囲
ぜ
由
 と
は
、
 
a
3
 る
 倒
 せ
 p
 。
 ぬ
ゅ
 田
こ
 プ
 ㏄
ぺ
曲
 田
せ
釧
 ぜ
 a
 。
 ぬ
ゆ
オ
 村
田
 づ
ゆ
せ
 p
 。
 卸
申
帥
づ
 
a
.
E
 
Ⅰ
 ゅ
ぜ
 ㏄
の
四
つ
で
あ
る
 が
曲
コ
 臣
で
 ゅ
 せ
 い
 
以
外
 

（
 @
 
い
 
）
 

の
 
三
つ
は
既
に
タ
ン
ト
ラ
に
見
ら
れ
る
分
類
で
あ
る
。
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

こ
の
分
類
は
 
ア
ビ
 
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
 る
が
、
そ
の
否
定
接
頭
語
。
 目
 。
が
示
す
 よ
う
 に
字
義
 ど
 う
 り
に
訳
せ
ば
（
 

 
 

 
 

「
非
方
法
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
く
何
も
無
い
の
で
は
 
な
く
、
師
の
一
言
な
ど
に
よ
っ
て
頓
悟
す
る
場
合
を
指
 し
て
い
る
。
そ
の
二
日
 

Upay a とる aktipat 

あ 
る 
が 

以 
II T 

れ @ "@ 

そ 

  
  
Ⅰ 

（ 
  

曲 l で 
Ⅱ   
  Ⅱ の ） 

の 

体 
系 
を 
見 
て 

い 
    
@ 

  

し
か
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
無
知
は
相
互
に
影
響
し
の
に
よ
っ
て
二
つ
の
無
知
を
同
時
に
滅
し
生
前
解
脱
 

格
 

を
滅
す
を
得
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
れ
 

お
う
 
と
さ
れ
て
し
る
の
 

、
 ・
・
 

：
（
 

て
ヴ
曲
 

：
・
 

3
@
i
@
4
 

I
 
）
 
O
 
 

二
ロ
ロ
ォ
 

力
 
曲
 
自
力
的
な
救
済
を
 
p
u
 

コ
リ
コ
 

l
 口
  
 

イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
（
 隼
守
冬
 ）
で
あ
る
が
。
生
前
 

 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 0
 

無
知
 

惟
を
 

（
 
Ⅰ
 

は
な
 

 
 

知
 と
区
別
さ
れ
て
い
る
（
 円
巨
 ・
 デ
お
 ）
。
Ⅰ
が
二
三
冬
 

い
古
 目
曲
 壁
ニ
口
述
的
 
思
 

越
え
た
申
さ
下
せ
 曲
 な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
（
 円
 下
ゲ
お
 ㏄
）
 
、
す
 リ
ヰ
 
隼
宙
 
ぎ
が
 古
卸
コ
 
㏄
は
 @
 
口
述
 
的
 
そ
 い
オ
 
が
）
 
口
 曲
な
 Ⅰ
も
の
で
 

め
る
 

士
 

曲
宙
円
ト
 
・
 デ
り
下
 
。
 く
 0
 デ
コ
 
つ
つ
 Ⅰ
 宙
，
べ
 

）
。
 
伴
従
 
っ
て
 、
ヴ
仁
 
口
口
已
に
属
す
る
せ
守
生
 屈
 な
無
知
を
滅
す
る
だ
け
で
 は
 解
脱
の
手
段
と
 

 
 

を
 滅
す
れ
ば
死
の
時
に
解
脱
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
 こ
れ
を
行
 う
め
 が
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ワ -" "  も 
  

る 

か （ 曲 次 

義 

返 6 人人い 、 
な セこ ョ   
な場 補 の ばな   

と な に い 

    ト を に 種 
木目 う キ甲 白 々 
互   さ ら の 非概 TA 「 、 & オ簿 「 ゆ 一、 その の お 、 。 吸収 び 貫 ム れ の 展 

第 日 部 す さ 念 入 ド た 内 開 

方 で 
法 あ 

る では 。 
な こ 

い の よ 
づノ @ @ 
な   
      
サ @ - 
よ 

  

て弟 

子 
ひよ 

  
ち 
ケ @ 甲 

圭一 

明解 

脱 
を 
得 
る 

従 
  
て 

    

  
  
そ 
  
名 
    

ホす 

よ 

  
セ @ - 
本 
来 
の   

暴提介 

で， 
の 

  

（
 憶
 @
 

と
は
、
例
え
ば
、
「
私
は
ま
さ
に
彼
で
あ
り
、
自
生
の
光
 輝
 で
あ
り
、
万
物
を
自
性
と
す
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
 い
る
」
と
い
っ
た
も
の
 

 
  

 



  

こ
の
方
法
は
概
念
的
思
考
に
頼
り
、
そ
れ
を
 突
 

a
 
 る
も
の
で
あ
る
。
 
づ
 さ
さ
～
「
 

n
e
Q
 
～
 
寮
荘
キ
田
 

さ
や
 曲
 （
 ボ
デ
 

解
し
て
も
解
脱
に
赴
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
場
合
 

出
来
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
能
力
を
持
た
な
い
人
が
 、
 

人
々
に
と
っ
て
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
象
徴
体
系
の
 

（
む
し
ろ
「
 実
視
 」
と
言
っ
た
方
が
良
い
か
も
知
れ
な
い
 

一
二
か
 曲
ガ
ヰ
曲
 
・
 
仁
せ
 刮
目
 
曲
 

き
 詰
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
浄
化
し
、
最
終
的
に
非
 概
 

～
）
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
 

目
 私
は
身
体
か
ら
 

教
え
な
ど
で
充
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宇
宙
的
ヴ
ィ
 

は
 、
概
念
的
思
考
に
頼
る
方
法
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
 

単
に
知
的
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
㏄
の
原
理
（
 荻
 （
（
 

が
 ）
の
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
は
ご
く
僅
か
の
人
々
に
 

念
約
思
考
に
達
し
ょ
う
と
す
 

な
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
 

屈
 ）
の
象
徴
体
系
を
理
 

過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
 

な
い
の
で
あ
る
 0
 

シ
ョ
ン
を
得
る
こ
と
が
 

系
 

体
 

の
 

 
 
 
 

 
 

 
 

k
 
土
 

 
 

 
 

 
 

叩
 

カ
ル
マ
に
依
存
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
 0
 私
は
 
日
色
欝
を
持
っ
て
い
な
い
 
0
 私
は
何
か
他
の
も
の
に
よ
っ
 て
 動
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
 

何
な
い
。
 L
 こ
の
よ
う
に
 

ロ
セ
 

存
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
 口
 こ
れ
と
反
対
の
 
づ
 安
生
審
を
浄
化
し
、
明
確
な
知
の
状
 態
に
 
（
の
 
で
 p
 の
あ
 づ
圧
 Ⅱ
 卸
庁
日
 
p
.
 

安
蒜
 日 ）
導
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
幸
運
な
者
達
は
 師
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
お
 日
ゅ
づ
 
の
給
に
赴
く
」
。
 

 
 

妬
 

こ
の
ま
 オ
 が
せ
曲
の
浄
化
は
村
（
 
村
曲
 「
論
理
」
に
 よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
 

絃
 鼻
革
と
は
、
「
取
る
べ
 
き
 も
の
 」
（
 仁
づ
ひ
 
隼
の
Ⅱ
 
帥
 ）
と
「
捨
て
去
 

シ
 
ヴ
 
ら
れ
る
べ
 き
 も
の
」
宙
の
せ
 曲
 ）
の
弁
別
で
あ
る
。
 
「
 
取
る
べ
 き
 も
の
」
と
は
、
上
に
引
用
し
た
よ
う
な
考
え
で
 あ
り
、
「
捨
て
去
ら
れ
る
べ
 

～
 
ぎ
 も
の
」
と
は
そ
れ
ら
と
反
対
の
考
え
で
あ
り
、
 

と
 

 
 

ず
 論
理
に
よ
っ
て
他
派
の
 教
 

 
 

バ
 

理
を
捨
て
去
り
、
シ
ヴ
ァ
教
の
教
理
を
得
て
そ
れ
を
 繰
り
返
し
繰
り
返
し
反
復
し
て
い
く
と
、
そ
の
概
念
は
 次
第
に
明
確
な
も
の
と
な
 

 
 

り
 、
最
高
度
に
明
確
に
な
っ
た
概
念
は
つ
い
に
 p
4
%
 
巴
 下
 
に
転
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
（
月
下
・
 
ミ
 ・
 e 。
す
な
わ
 ち
 最
終
的
に
は
「
私
は
   

三
章
で
は
 サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
㏄
の
 原
理
（
（
 
曲
 （
（
 

づ
 P
 ）
の
象
徴
体
系
が
説
か
れ
て
い
る
。
 だ
 が
こ
の
よ
う
な
「
幻
視
」
 



四
 

ゆ
中
苗
Ⅱ
 
曲
 ，
 
e
 Ⅰ
 卸
 Ⅱ
 a
 

ゅ
 
申
が
 
つ
 p
,
E
 

づ
ひ
 
せ
が
も
 
ま
寸
 p
F
 

で
が
の
浄
化
で
あ
る
が
、
 

旗
リ
 
ガ
 旺
 
p
.
 

ヒ
で
 

ゅ
 偲
の
場
合
は
ま
 F
p
 

）
で
曲
が
そ
れ
自
体
で
洛
ま
 

る
の
に
対
し
て
、
 
他
 

の
手
段
に
依
る
場
合
が
 り
 
申
が
 
つ
 a
.
E
 
で
ど
う
で
あ
る
と
 @
 わ
れ
る
。
「
 ま
 下
運
 曲
 
が
そ
れ
自
体
の
浄
化
の
た
め
に
 他
 の
手
段
に
依
る
時
は
 、
 

ぎ
 Ⅰ
年
日
。
 
揺
ゅ
憾
 、
身
体
、
瓶
、
等
の
制
限
さ
れ
た
 
何
認
 識
 主
体
つ
 q
p
 
日
ゅ
 （
 
q
U
 

を
手
段
と
し
て
、
 

ビ
毛
性
 に
達
 し
て
 
囲
 
甲
申
 
ぺ
 簿
の
知
を
明
 

ら
か
に
す
る
。
 
け
臣
 
年
年
玉
 は
目
ピ
ぎ
 曲
か
ら
な
り
、
Ⅰ
（
 ゅ
 偲
は
微
細
と
粗
大
で
あ
り
、
粗
大
は
斥
 
n
p
 
母
か
ら
な
 

微
細
は
 4
 曲
お
 か
 

と
 呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
身
体
と
は
特
別
な
姿
勢
で
 あ
り
、
 
才
 a
r
a
 

め
簿
と
 呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 

瓶
 等
と
は
 

0
 
対
象
 口
 で
あ
 

っ
て
、
 瓶
 、
祭
壇
、
リ
ン
ガ
ロ
な
ど
 し
 の
 で
三
ゅ
 等
の
手
 段
 と
し
て
我
人
が
後
に
語
る
で
あ
ろ
う
も
の
で
あ
る
 0
-
 

@
2
 

」
 
@
 

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
 年
ゴ
 
Ⅱ
 ゅ
 コ
 チ
緯
 c
c
 
卸
 q
P
 
 
（
 
づ
が
 
）
・
 
Ⅱ
が
Ⅱ
 

ゼ
 a
-
 オ
 P
 Ⅱ
曲
づ
 

ゅ
 
。
の
由
す
 

ゆ
コ
り
 
で
Ⅱ
 
麓
ヰ
燵
せ
 
㏄
（
 臣
革
 
）
（
上
で
は
 

ヴ
リ
 
ア
 せ
 の
と
し
て
 

挙
げ
ら
れ
て
い
る
）
の
五
 つ
は
 、
 寒
已
薫
 ぎ
ミ
 遥
窯
ぎ
き
 ～
 
Ⅰ
さ
 
て
 a
.
 （
 
二
 ・
 ド
ト
 
）
に
お
い
て
既
に
 ゅ
ゆ
 
が
 
ぺ
 p
.
E
 

で
 ゅ
ぜ
曲
 
区
分
と
し
て
述
べ
ら
れ
 

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
そ
れ
 を
 
「
制
限
さ
れ
た
認
識
主
体
（
 
ロ
 ㏄
「
 
@
@
 （
 
い
 
ロ
口
目
 翠
ハ
 ）
」
の
 理
論
に
従
っ
て
並
べ
 

替
え
 分
 煩
し
て
い
る
。
 

 
 

簡
単
に
そ
の
理
論
を
述
べ
る
と
、
 

審
ユ
ま
 h
p
 

で
き
 

日
ど
ハ
 
と
は
、
純
粋
の
認
識
主
体
で
あ
る
意
識
が
現
象
 界
 に
現
 れ
る
時
に
取
る
限
定
 

す め れ シ る 。 街と @  さ 、そ ヴァ 

れ の で 

て 本 あ 
い 質 る 
る は 」 

。 す と 

  
下 あ 実 

  
丁男な 

    

  
  

す 仁へ臣ミコた の ご 「カ @ 沖 （ 
ガ オ が   

記 入 は 
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カシミール・シヴァ 派 における upaya  
 る aktip 百 ta   体系 

口
 n
n
 
叩
 ㏄
と
は
、
五
種
の
 
づ
 「
 
ゅ
握
 （
 
屈
 ゅ
中
 
a
-
 
ぜ
ぎ
 P
-
 
。
 
P
 日
ゅ
ミ
 ・
 臣
ゆ
 き
、
 毛
ゅ
奉
 ）
を
支
え
と
す
る
冥
想
 法
で
 あ
る
が
、
こ
こ
で
も
 

冥
想
の
中
心
に
あ
る
の
は
認
識
対
象
と
認
識
主
体
の
区
 則
 せ
な
く
す
こ
と
に
あ
る
（
 円
ト
 ・
 ヌ
 お
 ふ
け
 
）
。
 

4
%
 

（
中
韓
 

は
、
サ
ソ
 ス
ク
リ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
 繰
り
返
し
（
発
声
し
て
、
あ
る
い
は
精
神
的
に
）
で
あ
る
 が
 、
こ
れ
は
指
示
 対
 

象
を
欠
い
て
い
る
が
故
に
、
純
粋
精
神
を
か
ぎ
た
て
る
 カ
ぶ
 
Ⅲ
あ
る
 レ
 
Ⅰ
 ど
ふ
仙
て
ぃ
プ
 

*
 

0
 
 
（
 
づ
ト
 ・
 ヌ
 ）
の
）
。
）
 

肚
 ㍉
）
。
 

63 (3 「 1n 

-
 
為
 @
 

自
ら
の
意
識
の
み
か
ら
な
り
、
意
識
は
創
造
等
の
自
由
 を
 持
っ
こ
と
を
実
感
す
る
の
で
あ
る
。
 

 
 

Ⅰ
Ⅰ
の
 
日
翠
ハ
は
、
い
 
わ
ふ
ツ
る
づ
仁
 

@
 

Ⅰ
 ぜ
が
 
㏄
叶
の
 

カ
 リ
に
あ
た
れ
 ワ
、
 我
々
の
感
覚
機
能
の
総
体
で
あ
る
 0
 
 
監
 す
角
。
 

づ
 Ⅰ
 ゅ
日
ゆ
 
（
 
ハ
 は
 、
身
体
で
あ
る
。
 
外
 

的
 対
象
は
認
識
主
体
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
 か
も
知
れ
な
い
が
、
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
の
立
場
か
 ら
す
る
と
全
て
の
物
は
 

シ
ヴ
ァ
Ⅱ
意
識
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
も
最
も
限
 定
 さ
れ
た
認
識
主
体
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
五
つ
の
中
 
で
、
 か
 白
コ
 
せ
 p
 。
 
p
 へ
い
ヨ
ゆ
ヰ
 

は
 概
念
作
用
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
 

4
 日
 簿
 ）
 
づ
 曲
を
滅
す
 る
 手
段
と
な
り
得
な
い
。
そ
れ
故
、
 

ヴ
 目
印
 
宙
 已
も
母
島
 ひ
 （
 
叫
 以
下
の
四
 つ
が
 手
段
と
 

し
て
用
い
ら
れ
る
。
 

ミ
屯
ひ
コ
 
の
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
自
ら
 の
 心
臓
に
お
い
て
、
自
性
の
光
輝
を
、
火
、
太
陽
、
月
の
 結
合
と
し
て
観
想
す
 

る
 。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
認
識
主
体
、
認
識
手
段
、
 
認
識
対
象
で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
が
、
創
造
、
 
維
 持
 、
還
滅
、
不
可
 言
 

@
 
㌘
 @
 

（
が
 
コ
ゅ
 
ガ
す
せ
じ
の
面
を
持
ち
、
結
局
（
の
 
X
 じ
 Ⅱ
は
の
 光
 線
を
持
っ
た
 c
a
 
耳
 い
と
し
て
観
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
 な
 バ
イ
ラ
 ブ
ァ
 
の
 火
 

を
、
 目
な
ど
の
感
官
を
通
じ
て
外
部
の
対
象
に
投
影
し
 、
 そ
の
対
象
が
創
造
、
維
持
、
還
滅
の
過
程
に
よ
っ
て
 こ
 の
 
c
a
 
オ
 r
a
 
 
と
同
じ
も
 

の
で
あ
る
と
観
想
す
る
。
そ
し
て
外
的
対
象
を
拡
大
す
る
 こ
と
に
よ
っ
て
、
全
世
界
も
同
じ
も
の
と
し
て
観
想
す
 る
 。
こ
う
し
て
対
象
が
 

-
 
㌍
 @
 

次
が
 、
ヴ
 Ⅰ
年
 
4
 江
口
（
曲
目
 
注
ハ
 
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
裁
衣
 の
 判

断
力
の
基
体
で
あ
り
㏄
原
理
中
の
丘
 
年
せ
 W
.
 
（
が
（
（
 

4
%
 
に
あ
た
る
。
 
づ
 （
 
ゅ
ほ
 ・
 

っ
ぁ
日
ゅ
 （
 
サ
 で
あ
る
が
、
こ
れ
は
深
い
眠
り
あ
る
い
は
 宇
 宙
の
還
滅
（
で
「
 P
 下
田
が
）
に
お
け
る
よ
う
な
対
象
を
持
っ
 
て
い
な
い
意
識
で
あ
る
。
 

さ
れ
た
姿
の
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
他
派
が
誤
っ
て
 

ア
ー
ト
マ
ン
 
と
 見
な
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
 

-
4
 

2
 
 

）
 一
番
上
 

に
 来
る
の
が
、
 
ぬ
目
コ
 

Ⅱ
 曲
 



五
の
Ⅰ
す
曲
 ヲ
簿
つ
弓
曲
オ
曲
 

）
Ⅰ
 
曲
 

さ
て
最
後
の
降
 ゴ
 ひ
わ
が
で
Ⅰ
が
方
が
 

6
 曲
で
あ
る
が
、
こ
の
内
 容
は
実
に
多
岐
に
わ
た
る
。
実
際
、
当
年
 づ
 ど
う
か
ら
 
カ
 リ
 r
a
 
コ
 い
ま
で
の
 

ゆ
 臣
が
 
セ
 p
.
 
け
弓
ゆ
 
古
の
。
が
 ロ
タ
ソ
 ト
ラ
 I
 ロ
ー
カ
 ヒ
 の
 空
豆
 

枯
 

早
 か
ら
第
五
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
最
後
 の
 第
三
十
セ
草
ま
で
の
 

（
 
ハ
 
2
z
 

Ⅰ
）
 

大
部
分
が
の
 日
ゅ
 コ
曲
 
づ
 （
 笘
下
与
 が
を
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
 る
 。
従
っ
て
、
 隼
守
ゅ
ゆ
 
等
も
降
 甘
 ゆ
 コ
曲
づ
 
「
 斡
斤
笘
 
せ
の
の
一
つ
 と
し
て
 
囲
 中
巳
 
づ
 a
,
u
 

で
 リ
セ
 
の
 

を
 構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
従
来
は
っ
き
り
と
 認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
 

降
ア
卸
コ
麓
づ
 

「
 簿
 ガ
が
 
～
 
p
a
 
 
と
い
う
語
自
体
 

ほ
 本
来
「
場
所
を
作
る
こ
と
」
と
い
う
字
義
ど
う
り
に
、
 マ
ン
ダ
ラ
 や
 神
像
な
ど
の
作
成
を
指
し
て
い
た
の
で
は
 な
い
か
と
思
わ
れ
る
 

が
 、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
こ
の
意
味
を
非
常
に
拡
張
 し
て
用
い
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
の
ま
 

卸
臣
曲
で
 

へ
の
 
左
帥
与
舶
 は
 更
に
三
つ
に
区
分
さ
 

（
㏄
）
 

れ
る
。
 

p
r
 

ゅ
弔
 
p
 、
身
体
、
外
部
で
あ
る
。
 
づ
 ㍉
ゅ
中
巳
 
は
 更
に
五
つ
に
、
身
体
は
内
的
と
外
的
の
二
つ
に
、
外
部
 
は
 、
マ
ン
ダ
ラ
、
祭
壇
 

（
の
手
の
 

り
臼
 8
 ）
、
 器
 、
数
珠
、
本
、
 
リ
ソ
ガ
 、
頭
蓋
骨
、
 
布
 
（
 
づ
 よ
し
、
塑
像
（
 づ
 二
の
（
が
）
、
図
像
（
 

づ
 r
P
 

曲
目
 

囲
 ）
 、
 

  

一
に
下
位
区
分
さ
れ
る
（
月
下
 

ま
 ・
㌣
 さ
 。
こ
の
 ょ
う
 な
 区
分
を
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
 は
そ
の
後
こ
れ
に
従
っ
 

て
の
べ
て
い
く
の
で
わ
な
い
。
彼
は
た
だ
、
ま
ず
で
 ぺ
ゅ
弔
 
の
に
基
づ
く
も
の
を
述
べ
よ
う
と
言
っ
て
 、
接
 ま
つ
の
 コ
 （
 道
 ）
に
つ
い
て
語
り
始
 

め
る
の
で
あ
る
（
 づ
ン
 ・
 ま
 ・
 ム
す
 の
）
。
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
 グ
プ
 タ
の
 意
図
が
 、
の
 （
 
オ
釦
 
コ
 %
 づ
 「
 P
 村
巴
 審
の
題
目
の
も
と
に
 
が
 年
す
Ⅱ
の
 

コ
 に
つ
い
て
 説
 

く
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 き
ォ
づ
 が
 コ
 
を
導
入
す
る
た
め
に
、
特
に
最
初
に
扱
 う
 
「
時
間
の
道
」
（
 F
w
 
正
 ・
 

（
 
2
 
Ⅰ
 
3
 
）
 

曲
年
オ
セ
 

リ
コ
）
が
 つ
 （
 ゆ
う
 
簿
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
た
め
 に
 、
既
に
 お
 S
 ぺ
 が
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
で
「
ゅ
中
巳
 
も
 @
 の
田
す
 

%
 臣
曲
が
 
Ⅱ
 p
 オ
の
 
）
 
で
ゅ
 

（ 

ぺ曲円卸 ・ Fp 
コ帥 
お は 

）。㏄の曲 ㏄・ ト ㏄ ト コ曲 

や 

Ⅱ 臣仁 

年１Ⅰ㏄ 

な 
ど 
で， 

あ 
る 
が 
  

    

  
は 

  
の 

  
ィ 一 方 
@@ - 
よ 

る 
べ 
ぎ 

も 

  
と 

さ 

  
て 

お 

  

- -- 口 一 一 己 

述 
さ 

  
て 

  
な 
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カシ，一ル 

 
 

  

 
 

 
 

は
 サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
 

こ
の
 
セ
曲
 

Ⅰ
 
申
曲
は
ア
ル
 

6
5
 

・シウ 

 
 

に
 起
源
を
持
っ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
最
も
古
い
形
は
 
マ
ン
ト
ラ
 0
 
ち
の
 

二
ハ
 
笘
 
白
す
Ⅱ
曲
コ
 

生
オ
 

養
二
 
は
 
字
義
ど
 

う
 
り
に
は
「
 

道
 
」
を
意
味
す
る
が
、
 

シ
ヴ
ァ
教
に
お
い
て
は
、
シ
ヴ
ァ
に
到
る
た
め
の
存
在
 

 
 

繍
通
 
こ
れ
に
 

生
 ハ
種
が
数
え
ら
れ
（
め
の
 

宙
ゅ
 

ミ
 
ニ
ド
 

し
、
 
三
つ
が
「
意
味
す
る
も
の
」
 

父
ぎ
キ
 

P
 
）
 
、
 
三
 
つ
が
 
「
 
意
 
抹
 
さ
れ
る
も
の
」
（
 

鼠
由
こ
 

撫
 つ
に
グ
ル
 

@
 
プ
分
げ
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
（
 

7
-
3
 

 
 

の
に
属
す
る
。
 

く
 
ぎ
肝
が
の
三
つ
と
は
、
 

つ
い
億
 

。
 
ヨ
 
の
コ
 

（
 
r
a
.
 

づ
 
芭
の
で
あ
り
、
 

つ
 
ぎ
悶
の
三
つ
と
は
、
 

オ
臼
ゅ
 

 
 

・
 
ヰ
 
P
 
斤
田
ぺ
の
 

・
サ
ゴ
 

二
 
つ
の
 

コ
 
の
で
あ
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 
4
-
 

父
 
3
 

ハ
 
㏄
 
-
 

0
 区
分
と
し
て
挙
げ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
 



4
%
 

偶
に
は
、
単
に
聖
典
を
読
む
資
格
を
与
え
る
終
日
 

㏄
 ち
 と
 紺
蕃
と
 死
後
に
お
け
る
解
脱
を
保
証
す
る
ユ
ミ
 
村
中
 
が
 ・
 
ら
 ～
 
帝
ゆ
囲
 
と
の
一
一
 

っ
 が
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
両
者
は
殆
ど
の
場
合
続
 

け
 て
 行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
本
当
 

の
 意
味
で
の
 
臼
甘
ゆ
卸
 

で
あ
る
三
ミ
リ
 
握
 と
守
 冬
 に
つ
い
て
の
み
語
る
こ
と
に
 
す
る
。
 

小
 
3
 
4
 ）
 

ら
 東
岱
は
、
本
質
的
に
言
っ
て
、
弟
子
に
対
し
て
師
が
 

が
隼
す
 

せ
が
 
コ
 を
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
 

，
 

 
 

下
 ）
 
づ
 曲
の
下
位
分
類
に
お
け
る
目
口
（
 
ヰ
 （
身
体
）
に
 

 
 

う
に
 見
，
ヴ
ん
る
 

。
す
な
わ
 

七
 Ⅰ
 ヨ
オ
ゅ
柑
 

 
 

フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
象
徴
論
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
最
も
高
 次
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
・
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
 バ
 
ク
 
フ
タ
片
は
日
が
 コ
叶
 
Ⅱ
が
 ち
 

 
 

（
・
・
 

4
 
サ
 
，
 
）
 

 
 

b
 菩
も
 ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
グ
ル
 l
 プ
の
形
を
挙
げ
て
 い
る
。
 

 
 

 
 
 
 

何
れ
の
道
に
よ
る
に
せ
 よ
 、
そ
の
意
味
は
明
ら
か
で
あ
 る
 。
す
な
 ね
 ち
、
人
問
と
シ
ヴ
ァ
を
隔
て
る
距
離
は
あ
ま
 り
に
も
遠
く
一
挙
に
 

同
一
化
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
い
く
 っ
 か
の
 段
 階
 に
分
け
て
一
歩
一
歩
同
一
化
を
行
っ
て
い
こ
う
と
い
う
 の
で
あ
る
 0
 
ア
ビ
ナ
ヴ
 

ァ
 グ
プ
タ
が
の
（
 プ
 リ
 ヰ
 沖
つ
（
が
末
口
舌
が
と
し
て
 肢
印
 
す
べ
 リ
コ
 を
 説
く
の
は
、
ど
の
よ
う
な
外
的
対
象
で
あ
れ
、
そ
れ
を
 崇
拝
の
対
象
た
る
 シ
ヴ
 

ァ
に
 転
じ
る
た
め
に
（
ま
た
シ
ヴ
ァ
教
に
お
い
て
は
「
 シ
 ヴ
ァ
 
と
な
っ
て
シ
ヴ
ァ
を
崇
拝
す
べ
し
」
と
言
わ
れ
る
 よ
う
に
自
ら
を
シ
ヴ
ァ
 

（
 
杓
イ
 

）
 

と
す
る
た
め
に
）
用
い
ら
れ
る
普
通
の
手
段
が
こ
の
が
 年
 下
 せ
リ
コ
 と
り
わ
け
 t
a
 
（
ミ
曲
の
道
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

「
タ
ン
ト
ラ
ー
ロ
ー
カ
 
ロ
 の
第
六
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
 ほ
 、
自
分
自
身
で
こ
の
 p
Q
 す
雪
の
 冥
想
を
行
っ
て
 シ
 ヴ
ァ
 
と
の
合
一
を
目
 

指
す
こ
と
の
出
来
る
人
々
の
た
め
に
 里
 ミ
毛
の
 コ
 
を
記
述
 し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
十
五
章
以
下
で
は
が
年
す
 

せ
 p
 コ
を
 他
人
す
な
わ
ち
 

弟
子
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
こ
れ
が
 臼
 帝
偶
 
（
イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
）
で
あ
る
。
 



 
 

 
 

 
 

シミール 

ナ， Ⅰ 

よ 

（ @ ノ 

な 
    

と 
が、 
  

大 
体 
ア @ 目 

お 
い 

て 

  
㌧ 
Ⅱ ゆ が 

の 

体 
糸 
を 
構 
成 
し 

て 
い 

る 

も 

の 

であ 

る 

(375) 

 
 

a
 
 失
を
つ
ぐ
な
う
儀
礼
（
が
 

コ
 （
 
ぜ
 0
 の
弔
 

い
 
）
も
あ
る
が
、
 こ
 れ
は
年
日
冬
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
ま
た
、
 
&
 丹
ゅ
ゆ
 は
 死
人
に
対
し
て
も
行
 
う
こ
 

 
 ぬ

 

宮
村
 
櫛
を
 受
け
た
人
は
、
生
前
解
脱
を
目
指
し
て
 

上
に
述
べ
た
よ
う
な
様
々
の
肩
畳
 
な
 行
 う
 こ
と
も
 出
来
る
が
、
通
常
の
信
徒
の
 

 
 

は
 「
シ
ヴ
ァ
と
な
っ
て
シ
ヴ
ァ
を
崇
拝
す
べ
し
」
と
 

@
 ロ
 
わ
れ
る
 よ
う
 に
 、
 自
ら
と
 神
 

撫
像
 （
マ
ン
ダ
ラ
の
場
合
が
普
通
）
 

と
を
 シ
ヴ
ァ
を
 
転
 じ
る
た
め
に
常
に
 簿
 ミ
三
が
 
コ
 の
適
用
を
必
要
と
し
、
 
信
 徒
は
 ら
守
冬
の
時
に
師
が
 

シ
 
行
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
毎
日
自
ら
で
繰
り
返
す
と
も
 

言
え
る
。
こ
の
他
に
、
秘
密
の
儀
礼
と
し
て
性
的
な
儀
 

礼
 も
あ
る
が
、
以
上
に
述
べ
 

  る aktip 乙 t 

ヴ 
け 

この ひヰヱ 

  
宙 あっ ガゅ @ 
て ひ 

  
モ怯 

  
解脱 （ き日 

申せじ 確実 ほ 
な が 
も 課 

の せ 

で、 ら 
あ れ 
る る 
o が @ 

更   
に 根 本 
過 的 
夫 な 
な も 

犯 の 
し 巾ま 

た シ 

人 ヴ   
が ァ 

死 ? こ 

対す に際に 

過 る 

ち
、
 師
は
弟
子
の
身
体
に
㏄
の
（
が
（
（
 

づ
 が
を
順
に
 コ
 Ⅱ
卸
の
 

が
し
（
字
義
ど
う
り
に
は
「
置
く
こ
と
」
、
マ
ン
ト
ラ
な
 ど
を
指
先
で
念
を
こ
め
 

て
 身
体
の
各
部
な
ど
に
置
く
こ
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
 部
位
は
そ
の
マ
ン
ト
ラ
の
性
質
を
帯
び
る
）
 、
 続
い
て
 一
 番
 下
ハ
 
ツ
地
 ハ
リ
 
ヰ
曲
ヰ
 

円
セ
 
簿
 

か
ら
浄
化
す
る
マ
ン
ト
ラ
に
よ
っ
て
一
つ
一
つ
浄
化
し
て
 ゆ
く
。
浄
化
さ
れ
た
（
 a
 （
（
 

そ
 ㏄
は
一
段
丘
の
す
（
（
 
づ
が
 に
 吸
収
さ
れ
最
後
に
 シ
 

ヴ
ァ
 に
達
し
シ
ヴ
ァ
の
み
が
輝
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
 弟
子
の
ア
 l
 ト
マ
ン
は
師
の
、
心
臓
に
移
さ
れ
師
の
 
ア
｜
 ト
マ
ン
 と
結
 ム
ロ
し
て
こ
 

の
上
昇
を
行
 

と
さ
れ
る
。
，
（
 

う
 

5
 
@
 
 

）
 し
か
し
な
が
ら
、
特
別
の
場
 合

を
除
い
て
弟
子
は
こ
の
上
昇
を
具
体
的
に
経
験
し
な
 

 
 

麻
 
な
形
で
の
シ
ヴ
ァ
と
の
 合
種
瞼
 が
日
 善
 す
な
 わ
ち
墨
宝
 鰯
 p
 。
 
p
 窩
鉗
 届
を
滅
し
、
ま
た
身
体
の
浄
化
 
に
よ
っ
て
過
去
と
未
来
の
力
 

a
 
 か
て
 が
滅
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
 、
 死
の
時
に
お
け
 る
弟
子
の
解
脱
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
 石
 
。
（
 

7
 し
 

の
 



さ
て
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
に
よ
る
 と
 束
縛
の
原
因
は
実
体
的
な
「
汚
れ
」
（
 日
 p
p
p
 

）
で
あ
り
 

、
行
為
に
よ
っ
て
 

日
韓
）
の
が
「
熟
し
た
」
時
に
シ
ヴ
ァ
が
イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
 
ン
 に
よ
っ
て
日
田
盤
を
滅
す
る
。
こ
の
際
シ
ヴ
ァ
か
ら
 恩
恵
の
 カ
 （
曲
コ
 

け
幅
 
Ⅱ
が
 
ゴ
燵
 
・
 

給
ガ
 （
～
）
が
弟
子
の
上
に
降
下
す
る
、
こ
れ
が
 
め
 
p
F
 
（
 
せ
り
 
村
 
で
あ
る
。
 

後
の
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
あ
る
い
は
カ
シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
 派
 に
よ
る
と
、
こ
の
神
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
降
下
は
イ
ニ
シ
 エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
の
 

前
に
起
こ
る
と
さ
れ
る
 よ
う
 に
な
る
が
、
古
 い
 考
え
方
 は
 同
時
に
起
こ
る
と
い
う
も
の
で
あ
 っ
た
 

-
8
-
@
 
 

。
 シ
ヴ
ァ
教
の
 イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
ヱ
儀
 

礼
 に
は
四
つ
の
中
心
的
儀
礼
が
あ
り
 

@
 
 

・
 
@
 
 （
 
g
 
4
 
 

、
 
）
 こ
の
内
最
も
古
 い
 要
素
は
「
シ
ヴ
ァ
の
手
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
 
こ
の
 で
ソ
ト
ラ
 に
よ
っ
 

 
 

て
 聖
化
さ
れ
た
シ
ヴ
ァ
の
手
が
弟
子
の
頭
の
上
に
置
か
れ
 る
時
 シ
ヴ
ァ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
弟
子
に
降
下
す
る
と
 考
 え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
 

  

ぎ
ォ
 （
 
ぢ
弾
 笘
の
原
形
 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
様
々
な
方
法
は
、
一
人
の
人
間
が
 低
 次
の
も
の
か
ら
高
次
の
も
の
へ
と
順
に
辿
っ
て
い
く
 こ
と
も
出
来
る
の
で
 

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
何
処
か
ら
始
め
る
か
と
い
う
点
 に
 関
し
て
は
、
各
個
人
の
適
性
（
が
巨
守
 
倒
 Ⅰ
 
じ
 
に
よ
っ
て
 決
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
 

適
性
は
シ
ヴ
ァ
の
恩
寵
の
程
度
、
す
な
わ
ち
シ
ヴ
ァ
の
 エ
ネ
ル
ギ
ー
の
降
下
（
 給
下
ち
舘
 P
 ）
の
程
度
に
よ
っ
て
 決
ま
る
。
し
か
し
、
 

け
で
ゅ
 

Ⅱ
の
 と
ぬ
 ド
ガ
 
曲
づ
ひ
 
（
帥
の
対
応
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
 
、
ま
ず
 絆
笘
 る
 %
P
 

が
最
初
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
 

考
え
ら
れ
て
い
た
か
を
 

見
て
お
こ
う
。
 

Ill 

  
  
ガ 
ヰい 

Ⅰ 
笘 ヰ l 
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カシ ; 一ル シヴァ派における upaya  
 

る aktip き に a の 体系 

救
済
の
た
め
に
シ
ヴ
ァ
が
地
上
に
お
い
て
形
を
取
っ
た
 も
の
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
 ン
 儀
礼
が
成
功
の
徴
を
 

-
 鮨
 -
 

見
せ
ず
に
終
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
 う
 し
て
 
ぬ
 P
 下
 せ
翠
 が
の
概
念
が
再
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

 
  

 

 
  

 

6
9
 

（
㏄
）
 

の
で
あ
ろ
う
が
、
一
旦
制
度
化
さ
れ
る
と
そ
う
い
う
訳
に
 は
い
か
な
く
な
る
。
何
故
な
ら
、
シ
ヴ
ァ
は
全
能
の
神
 で
あ
り
、
師
は
弟
子
の
 

@
2
-
 

5
 

起
こ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
も
 e
v
 

セ
鱗
 

セ
由
ま
 Ⅰ
～
 
a
 
は
 シ
ヴ
 
ァ
 の
手
を
見
る
だ
け
で
 麻
 陣
し
実
際
に
手
を
置
け
ば
直
ち
 れ
 
@
 ヒ
 

（
 
臼
 ）
 

述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
 

ぎ
鳶
黛
 め
さ
も
 
む
き
き
 ～
「
Ⅰ
は
弟
子
 が
 イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
の
最
後
に
「
地
面
に
棒
の
よ
 り
ノ
 

@
 @
 

（
の
 
4
 円
。
 H
 
づ
 、
 A
m
 
め
曲
 
）
と
述
べ
、
注
釈
は
こ
れ
を
シ
ヴ
ァ
 

 
 

法
 

に
よ
る
イ
ニ
シ
 
ヱ
 イ
シ
ョ
 ソ
 儀
礼
の
場
ム
ロ
に
お
け
る
「
 シ
 ヴ
ァ
 
の
手
」
は
 、
 師
が
弟
子
の
手
を
見
つ
め
る
と
弟
子
 の
 

（
㏄
）
 

ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
て
動
ぎ
自
ら
の
頭
に
置
か
れ
 る
 、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
 推
  
 

二
シ
ヱ
 
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
は
巡
 依
 に
か
な
り
類
似
し
て
い
た
 の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
師
が
弟
子
 ケ
 
@
 ヒ
 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弟
子
が
 雨
 依
の
場
合
と
類
似
し
 た
 失
神
、
震
え
等
の
徴
候
を
示
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
 拍
，
 

Ⅰ
 

の
 徴
は
シ
ヴ
ァ
の
エ
子
ル
ギ
ー
（
こ
れ
は
同
時
に
シ
ヴ
ァ
 の
神
 姫
 た
る
女
神
で
も
あ
る
）
が
弟
子
に
下
っ
た
 託
 と
 し
 

の
で
あ
る
。
 

め
史
零
 き
ぬ
 さ
 田
さ
～
め
こ
き
の
場
合
に
は
そ
 う
し
 た
 徴
を
儀
礼
的
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
未
だ
 ィ
 
 
 

が
 制
度
化
さ
れ
な
い
 う
 ち
は
、
徴
を
示
し
た
者
の
み
を
 私
議
伝
授
者
と
し
て
認
め
、
そ
う
で
は
な
い
者
は
打
ち
捨
 て
 死

ん
で
解
脱
す
る
と
 

に
倒
れ
る
べ
し
」
 

（
 
ヰ
 三
が
 つ
 r
a
 
村
 Ⅰ
 
屯
 ど
 

手
が
シ
ヴ
ァ
の
 ヱ
ネ
 

す
る
と
、
初
期
の
 イ
 

シ
ヴ
ァ
の
手
を
按
手
 

の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
 

て
 解
釈
さ
れ
て
い
た
 

シ
 エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
 

て
お
け
ば
良
か
っ
た
 

@
 
口
 @
 

q
n
n
F
 

ゅ
 ）
 、
 ③
震
え
（
下
日
 ロ
 P
 ）
 、
 ④
体
毛
が
逆
立
っ
こ
と
 （
 q
0
 
日
魁
ご
が
ォ
 が
）
の
何
れ
か
が
そ
の
降
下
す
る
 

ェ
 ネ
ル
 ギ
 ー
の
程
度
に
従
っ
て
 

れ
る
。
こ
の
 ヱ
 ネ
ル
ギ
ー
の
降
下
が
実
際
に
起
こ
っ
た
 徴
 と
し
て
、
①
そ
の
場
で
死
ん
で
解
脱
す
る
（
の
が
Ⅰ
 

ぺ
 。
 日
 Ⅰ
 下
 Ⅰ
）
・
②
気
絶
（
 
日
甲
 



こ
の
 再
 解
釈
は
 、
 既
に
述
べ
た
よ
う
に
紋
下
 ぢ
ゅ
か
 
の
が
 イ
 二
シ
ヱ
イ
シ
，
ン
 
儀
礼
の
時
に
で
は
な
く
そ
の
前
に
起
 こ
る
と
さ
れ
る
こ
と
 

@
 
㏄
 -
 

に
あ
る
が
、
 
巾
 （
目
口
の
Ⅰ
女
史
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
 
解
 し
て
い
る
。
も
し
弟
子
が
イ
ニ
シ
 ヱ
 イ
シ
ョ
 
ソ
 儀
礼
の
 後
に
解
脱
に
近
い
者
の
 

特
徴
を
示
さ
な
か
っ
た
場
合
、
こ
れ
を
 イ
ニ
エ
 イ
シ
ョ
ン
 儀
礼
が
不
正
規
な
や
り
方
で
行
わ
れ
た
、
つ
ま
り
恩
恵
 の
 降
下
が
な
か
っ
た
の
 

に
知
わ
れ
た
と
説
明
す
る
た
め
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
な
 が
ら
、
大
部
分
の
場
合
解
脱
け
死
の
時
に
生
じ
る
と
さ
 れ
て
い
る
上
に
、
不
正
 

規
 な
や
り
方
の
イ
ニ
シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
を
認
め
る
こ
 と
は
 シ
ヴ
ァ
 と
 一
体
化
し
て
い
る
は
ず
の
師
の
権
威
を
減
 ず
る
こ
と
に
な
る
。
 
ま
 

た
 、
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
に
お
い
て
こ
の
説
が
見
ら
れ
る
の
 ほ
下
破
 甘
 0
 （
 曲
ぬ
円
 

4
%
 以
後
と
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
が
 カ
 シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
 

の
 影
響
で
あ
る
こ
と
は
多
い
に
考
え
ら
れ
る
。
 

さ
て
 ヵ
 シ
ミ
ー
ル
・
シ
ヴ
ァ
派
で
も
、
恩
恵
の
 力
 の
 降
 下
は
イ
ニ
シ
エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
の
前
に
起
き
る
と
さ
れ
て
 い
る
が
、
そ
れ
は
 
ィ
 

ニ
 シ
ェ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
を
受
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
 生
 じ
る
こ
と
こ
そ
が
恩
恵
の
降
下
の
あ
っ
た
最
大
の
徴
で
 あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
こ
 

（
㏄
 
-
 

の
こ
と
を
一
般
化
し
て
、
シ
ヴ
ァ
へ
の
信
仰
（
 ヴ
 す
リ
 
オ
 （
Ⅰ
）
 
こ
そ
が
 
ぎ
ガ
 （
 
い
つ
ゅ
 

（
 
P
 で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
 ね
 ち
、
 ぬ
肢
 
オ
ヰ
 
ち
ゅ
 （
曲
の
 

概
念
か
ら
一
切
の
外
面
的
要
素
を
取
り
除
き
純
粋
に
内
 面
 化
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
内
面
化
に
よ
っ
て
 網
依
 儀
礼
の
痕
跡
は
拭
 

い
 去
ら
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
儀
礼
は
常
に
そ
の
成
功
を
保
 証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 

こ
の
よ
う
な
内
面
化
は
、
束
縛
の
原
因
で
あ
る
日
色
が
 な
 物
質
的
な
も
の
か
ら
無
知
宮
古
 ゅ
コ
 
a
 ）
へ
と
捉
え
直
す
 変
化
に
対
応
し
て
い
 

る
 。
こ
の
無
知
と
は
シ
ヴ
ァ
の
自
己
限
定
に
他
な
ら
な
い
 か
ら
、
毛
受
 
に
 関
し
て
見
た
よ
う
な
自
力
的
見
方
に
 対
し
て
、
い
か
な
る
 救
 

済
も
シ
ヴ
ァ
の
み
に
由
来
す
る
と
い
う
他
力
的
見
方
も
 同
様
に
適
切
で
あ
る
。
従
っ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
 「
浄
い
、
自
ら
光
輝
で
 

    

の Ⅹ 

  
寸 
ヰ ノ ・ 

Ⅰ 
p %I 田 

の 
再 
解 
釈 

(378)@ 70 
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ま
ず
、
「
 強
｜
強
 」
の
 絞
客
ぢ
群
 曲
の
場
合
、
信
者
は
 直
ち
に
死
ん
で
シ
ヴ
ァ
 と
 ム
ロ
 
一
 す
る
、
「
円
強
 ｜
強
 」
 の
ぬ
簿
村
 
（
 
る
 ゅ
田
が
は
 
自
 

ず
か
ら
身
体
脱
落
す
る
こ
と
に
 よ
 る
解
脱
を
与
え
る
も
 の
で
あ
る
、
程
度
に
従
っ
て
そ
の
時
直
ち
に
か
、
後
の
時
 に
 」
（
 
日
ト
 ・
辻
出
・
 
P
 
の
 o
 ヴ
 

１
 
%
 村
 ）
。
注
釈
は
こ
の
「
後
の
時
に
」
は
更
に
「
す
ぐ
 に
 」
と
「
も
っ
と
後
に
」
の
二
種
を
含
み
、
「
 強
｜
強
 」
 も
 三
種
で
全
体
は
二
十
 
71@ (379) 

強 
（ 
田 。 ） く 

  
  

      ） 
弱中強 

中
 
（
日
色
す
目
じ
 

 
 

強
 
頭
甲
 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
神
の
意
志
に
よ
っ
て
種
々
の
程
度
 に
 現
れ
る
 
ぬ
 
p
F
d
 
ぢ
翠
簿
が
 
実
際
に
ど
の
よ
う
な
の
で
あ
 る
か
を
見
て
み
よ
う
。
 

こ
の
程
度
は
以
下
の
よ
う
に
九
段
階
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
 る
 。
 

一   一 

ぎ
寸
 （
 
ぢ
ぎ
 浅
の
諸
段
階
 

あ
る
シ
 

ヴ
ァ
の
 

で
あ
る
 

年
金
、
 

受
と
い
 

し
か
 

で
あ
る
 ヴ

ァ
 の
み
が
こ
の
 ハ
 
恩
恵
の
日
原
因
で
あ
る
」
（
 
づ
臣
 ・
Ⅹ
 
田
 ・
 P
P
 
の
 ヴ
 ）
。
こ
の
恩
恵
の
程
度
、
す
な
わ
ち
 給
客
ぢ
笘
 が
の
程
度
も
 シ
 

意
志
の
み
に
よ
っ
て
い
る
、
「
そ
し
て
、
 彼
 
Ⅰ
シ
ヴ
ァ
ロ
 は
 自
ら
の
意
志
の
み
に
よ
っ
て
種
々
の
程
度
に
 
0
 
個
我
 を
 日
照
ら
す
者
 

」
（
円
ら
・
 
メ
ヨ
 ・
ト
ミ
 
曲
 ）
。
従
っ
て
・
こ
の
救
済
は
外
的
 

諸
条
 件
 に
全
く
依
存
し
な
い
、
「
家
系
、
力
 
一
 ス
ト
、
身
体
、
 
祭
 式
盆
ド
 「
 
日
 ㏄
 レ
、
 

宗
教
的
行
い
 
父
コ
焉
皆
 ぎ
 と
 、
成
功
（
日
日
 づ
 p
&
 
）
に
 無
関
係
に
 、
 シ
ヴ
ァ
へ
の
 す
ゴ
 
㏄
 才
 （
田
ロ
す
な
わ
ち
 
ロ
ム
曲
ヰ
ヱ
 

口
ゅ
 
（
曲
が
 
、
 
ロ
号
 

ニ
 果
を
目
指
さ
な
い
者
達
（
 宅
 オ
色
 
%
 安
 ぎ
 ）
に
あ
る
 」
（
 ド
ナ
 ・
 X
 目
プ
 P
P
 
㍉
 F
.
H
 

）
㏄
が
）
。
 

し
な
が
ら
、
解
脱
以
外
の
こ
と
に
関
し
て
は
各
人
の
行
い
 が
 関
係
す
る
。
シ
ヴ
ァ
教
は
解
脱
と
同
様
に
享
受
を
も
 重
視
す
る
宗
教
 

の
で
、
上
の
よ
う
な
理
論
が
純
粋
に
他
力
的
な
信
仰
形
態
 に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
  
 



こ
こ
で
 す
巨
 （
（
Ⅱ
と
い
う
語
は
他
の
も
の
へ
の
依
存
を
意
 

抹
 し
て
い
る
が
（
 ぎ
ま
 寒
も
寮
「
 
患
 ミ
め
も
～
～
 

v
a
 

ま
 。
 円
ン
 ・
 ぎ
 
肚
 ㏄
 ヴ
 ）
 、
 こ
毛
 
仙
 

ら
の
悟
り
に
関
し
て
で
は
な
く
、
他
の
人
々
へ
の
恩
恵
の
 行
い
に
の
み
関
し
て
い
る
。
 牛
巴
屈
 壷
の
師
は
 、
自
 ら
は
完
成
し
て
い
 

で
、
他
の
人
々
を
救
 う
 以
外
に
何
も
為
す
べ
 き
 こ
と
が
な
 い
か
ら
で
あ
る
。
既
に
充
分
に
浄
い
意
識
（
 田
 「
日
田
 
窃
 P
 日
 去
年
）
を
持
っ
 は

自
 

る
の
 

た
人
 

が
村
曲
 

（
で
 

ぎ
韓
 

Ⅱ
の
曲
す
㏄
 

ヴ
す
 

ぎ
 
由
  

 

セ
 種
に
分
げ
ら
れ
る
と
言
 う
 。
こ
の
 絞
蚕
ぢ
ゅ
 
（
が
に
 ょ
 る
と
直
ち
に
死
ん
で
し
ま
う
の
で
そ
の
描
写
は
問
題
に
 な
ら
な
い
。
 

「
 強
｜
中
 」
の
紋
下
 ぢ
浬
 簿
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
 て
い
る
、
「
口
強
１
車
 
口
 に
よ
っ
て
は
、
全
て
の
無
知
が
 退
転
す
る
。
何
故
な
 

ら
 自
身
の
み
で
自
身
（
 翠
日
曲
 
（
 
ゅ
 ）
を
束
縛
と
解
脱
の
根
 拠
 と
し
て
知
る
か
ら
。
こ
の
大
い
な
る
直
観
 知
 （
 
っ
 ～
翠
ヨ
 
F
p
 

）
は
教
典
や
師
に
無
 

関
係
で
あ
る
」
（
 
円
ン
 ・
 至
 p
.
 
 

）
の
）
 

甲
 Ⅰ
ひ
 
い
 ）
。
 @
 
」
の
「
 
強
 ｜
中
 」
の
 ぬ
曲
 
採
ち
翠
が
も
ま
た
更
に
い
く
つ
も
の
段
階
 に
 区
分
さ
れ
て
い
る
が
、
 

こ
の
場
合
自
分
自
身
の
解
脱
に
関
し
て
は
完
全
に
保
証
さ
 れ
て
い
る
の
で
、
他
の
人
々
を
解
脱
さ
せ
る
能
力
の
差
 に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
 

る
、
 「
あ
る
者
に
と
っ
て
は
自
ら
の
解
脱
の
み
の
た
め
に
 
、
 n
 
他
の
者
に
と
っ
て
 巳
 全
て
の
人
を
解
き
放
つ
よ
う
 に
 直
観
 知
 （
 
づ
 r
a
t
 

ま
す
ぢ
 

は
 生
じ
る
、
 蛍
 、
宝
石
、
星
、
月
、
太
陽
の
よ
う
に
」
（
 
円
ト
 ・
 甑
ぃ
 
p
.
 
P
 

の
の
）
。
 

他
の
人
々
を
解
脱
さ
せ
る
能
力
と
は
す
な
わ
ち
 師
 と
し
 て
の
能
力
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
 T
A
 

第
四
章
に
お
い
て
 

詳
 し
く
述
べ
ら
れ
て
い
 

る
 。
最
上
位
の
師
は
 
，
 
落
ち
の
 
ぃ
 
Ⅰ
 隼
デ
 ㌔
あ
る
い
は
 ビ
ヰ
 
巴
豆
（
 
a
,
 
と
 呼
ば
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
自
生
の
」
、
「
 
他
 に
依
ら
な
い
」
と
い
 

 
 

ぅ
 よ
う
な
意
味
で
あ
り
、
真
理
に
対
す
る
直
観
 知
が
自
 然
 に
生
じ
る
故
に
こ
 う
 呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
曲
 叶
ゅ
 
）
 
P
i
 
（
 
の
の
師
は
更
に
次
の
よ
 

5
 に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
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き
コ
 鉗
に
、
「
 中
 」
が
 つ
 「
 
曲
巨
 等
に
、
「
 弱
 」
が
 帳
 
u
r
u
 に
 対
応
す
る
と
し
て
い
る
（
丹
下
・
 
セ
 
0
 ㌃
 づ
ヨ
 ・
 ワ
 の
の
 
・
 ゲ
 Ⅰ
㏄
 
1
 ト
 
の
 ）
 0
 
 
こ
こ
で
 

巣
注
毛
厨
 ぎ
与
が
寸
㏄
は
師
に
よ
ら
な
い
こ
と
を
本
性
と
 
す
る
は
ず
な
の
に
、
何
故
に
 
幅
け
 
r
u
 

を
手
段
と
す
る
の
 

か
と
疑
問
が
生
じ
よ
う
 

が
 、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
補
助
的
な
も
の
と
し
て
言
わ
 れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
曲
ヰ
 曲
守
ぃ
 
繕
の
師
の
場
合
 で
も
、
他
の
師
の
教
 ，
え
 73  (381) 

々
が
こ
の
 ょ
う
 な
師
を
見
る
場
合
、
た
だ
見
る
こ
と
の
み
 に
よ
っ
て
 師
 と
等
し
い
意
識
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
 
0
 
 こ
れ
が
三
 %
 オ
レ
（
（
 

ヰ
 

（
「
何
物
に
も
依
存
し
な
い
」
）
の
場
 ム
コ
 
で
あ
る
。
こ
れ
に
 
対
し
て
弟
子
が
未
だ
浄
 い
 意
識
を
持
た
な
い
場
合
、
師
 は
 種
々
の
方
法
に
依
ら
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
の
が
 
ゴ
 が
 ヴ
 三
円
 ヰ
 
の
場
合
で
 あ
る
が
、
方
法
は
教
典
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
依
る
 べ
き
も
の
と
は
教
典
の
 

こ
と
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
教
典
に
よ
る
場
合
が
の
 倖
コ
で
 堺
で
あ
る
。
特
定
の
教
典
に
よ
る
場
合
が
が
旧
 い
 嚥
 で
あ
る
が
、
教
典
 

 
 

に
は
せ
の
宙
が
か
ら
 
ヰ
 守
山
に
到
る
優
劣
が
あ
る
の
で
、
 

最
高
の
宙
守
り
の
教
典
に
 よ
 る
場
合
が
日
仁
村
 ォ
円
曲
 （
 主
 要
な
 ）
で
あ
り
、
そ
の
 

他
 に
よ
る
場
合
が
曲
 目
仁
オ
甘
田
 

の
で
あ
る
（
）
・
月
下
，
 づ
 。
 ト
 
・
の
・
口
口
・
臣
下
 

1
 の
）
。
 

芙
 生
毛
荻
の
師
に
次
ぐ
段
階
は
 、
 p
 ガ
巴
ワ
団
ヰ
 田
屋
 ぷ
帥
 と
 呼
ば
れ
て
い
る
、
「
そ
の
姿
宮
囲
 旧
 の
 日
卸
 目
打
 P
 
 
の
姿
 口
を
し
て
Ⅰ
と
て
も
、
 

他
 の
も
の
な
し
に
自
己
に
対
す
る
 す
け
ゅ
づ
ビ
的
 
（
韓
日
 き
 オ
ゆ
 
Ⅱ
が
 由
 ）
に
よ
っ
て
教
典
（
 給
簗
奉
 ）
を
知
る
者
と
な
 っ
た
 人
は
、
教
典
に
お
 

い
て
「
作
ら
れ
ず
作
ら
れ
た
」
宮
下
）
宮
村
夫
 

P
 号
が
 ォ
 が
）
 と
 呼
ば
れ
て
い
る
」
（
 づ
卸
 ・
 ア
 ・
の
 
ト
ヴ
 
。
紹
巴
。
こ
こ
で
「
 作
ら
れ
ず
」
と
 ぃ
 5
 の
 

は
 、
「
他
の
も
の
な
し
に
」
す
な
 ね
 ち
、
「
師
に
 
よ
 る
 @
 
」
と
な
し
に
」
の
意
味
で
あ
り
、
「
作
ら
れ
た
」
と
い
う
 の
は
独
自
に
得
ら
れ
た
 

未
だ
不
完
全
な
知
を
す
 ゴ
 叫
き
口
囲
な
ど
の
手
段
に
よ
っ
 
て
 完
成
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
 

こ
の
直
観
知
を
完
成
さ
せ
る
手
段
と
し
て
二
つ
の
り
ス
ト
 が
 挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
一
つ
の
リ
ス
ト
は
 、
ヴ
 下
ゆ
づ
㏄
 

コ
卸
 
。
Ⅰ
 甘
せ
ゆ
コ
 

が
 、
 ）
腰
 
で
簿
 
・
 

蓬
 ひ
で
 
コ
 a
,
 づ
ぺ
 
が
 村
 。
 オ
 年
ヱ
 を
 挙
げ
（
月
下
・
 才
 ・
 お
 ）
 、
も
 う
 一
つ
は
の
 づ
 申
せ
リ
ヨ
（
）
・
に
よ
る
と
目
汁
 
日
 P
 オ
オ
ゆ
づ
 

㏄
 コ
ゆ
 の
こ
と
と
さ
れ
る
）
 、
 

自
注
 p
 、
村
屋
 9
%
 
罵
 -
 ぬ
耳
仁
を
挙
げ
て
い
る
（
 円
下
 
パ
ぎ
 ・
 P
 も
 ヴ
 。
）
胆
の
の
）
。
 

ト
咲
 「
そ
こ
に
お
い
て
も
（
 
叢
 p
 迂
ぎ
 曲
尺
㏄
せ
曲
オ
簿
に
お
 

い
て
も
）
、
「
 
強
円
 
「
中
口
「
 弱
 」
に
従
っ
て
区
分
が
あ
る
 」
（
 づ
ト
 ・
 い
つ
 
・
 紹
す
 ）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
従
っ
て
 、
 「
 強
 」
が
 
採
日
曲
ヴ
す
 
a
.
 



に
よ
っ
て
自
ら
の
知
を
確
認
す
る
こ
と
が
薦
め
ら
れ
て
い
 る
、
 「
た
と
え
ど
 8
%
 ぎ
 p
 の
本
性
を
し
て
い
て
も
、
 n
 他
の
師
の
口
同
意
に
よ
 

っ
て
確
認
す
る
た
め
に
、
他
の
 ロ
 
師
か
ら
 し
 陣
法
（
 ぽ
旧
 の
帝
ゅ
あ
 

）
を
受
け
た
者
は
現
身
の
バ
イ
ラ
 ヴ
ァ
 た
る
 師
 で
あ
る
」
（
 円
ト
 ・
 宇
 

㍉
の
 
す
 ・
Ⅱ
Ⅱ
 

曲
 ）
。
 

こ
の
よ
う
に
「
 強
｜
中
 」
の
 
め
 
P
 瓦
ち
 笘
 腰
を
受
け
た
 者
 の
 特
性
は
、
木
質
的
に
師
に
よ
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
が
、
 コ
ギ
ヴ
田
圧
 

ま
の
場
合
 

を
 除
い
て
他
人
の
た
め
あ
る
い
は
自
ら
の
知
の
完
成
の
た
 め
に
教
典
に
 ょ
 ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
 シ
 ヴ
ァ
教
の
規
定
に
よ
る
 

と
 、
教
典
に
接
す
る
た
め
に
は
必
ず
イ
ニ
シ
 ヱ
 イ
シ
ョ
 ン
 宮
守
 冬
 ）
の
儀
礼
を
受
け
た
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
 い
 0
 そ
こ
で
、
こ
の
よ
 

う
 な
人
々
は
精
神
的
な
イ
ニ
シ
 ヱ
ィ
シ
，
ン
 儀
礼
を
受
 げ
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
精
神
的
な
イ
ニ
シ
 
エ
イ
シ
ョ
ン
儀
礼
も
 

の
方
 
P
 ）
 
ヨ
荻
 と
が
左
巴
 
ワ
絃
左
帥
 
与
の
 
オ
ド
 の
場
 ム
ロ
 
で
異
な
っ
て
 お
り
、
 p
 村
主
 
宮
 （
の
は
「
自
ら
の
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
 神
々
に
よ
っ
て
（
 巽
 p
.
 

紐
つ
ま
 （
（
 
w
&
 
の
ま
ヴ
田
「
）
イ
ニ
シ
ェ
イ
 

ト
 さ
れ
 潅
頂
 さ
れ
 て
い
る
」
（
 
円
ナ
 ・
 ぎ
 ・
 宙
紺
 ）
と
舌
口
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
 
麓
ヰ
曲
 

）
㌧
 
ぎ
簿
村
の
 

）
 
で
の
村
 

㏄
 の
 

場
 ム
ロ
は
よ
り
異
対
的
な
方
法
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
 
オ
 リ
 ガ
（
ゆ
女
神
の
寸
 審
 
（
「
 
刃
曲
ガ
 
（
 
卸
 女
神
が
甘
 廣
 
に
よ
 っ
て
年
日
 絡
 
を
授
 け
 

る
 」
 づ
下
 ・
 ぎ
 ・
の
 
簿
 ）
 や
 、
想
像
の
中
で
具
体
的
儀
礼
を
 実
行
す
る
 卜
 
し
と
力
説
 

@
@
 
 

@
z
 

@
 
 

）
 力
 
Ⅹ
 れ
て
 

い
る
。
 

「
 強
 １
弱
」
の
 
絆
下
ぢ
 笘
が
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
 て
い
る
、
「
シ
ヴ
ァ
の
意
志
の
 
力
 の
 結
 ム
ロ
に
よ
る
コ
韓
 
｜
 弱
 」
の
 シ
 ヤ
ク
テ
ィ
 

の
力
 に
よ
っ
て
 、
 良
き
師
の
も
と
に
赴
こ
う
と
す
る
欲
望
 が
 生
じ
る
」
（
 づ
卸
 ・
 X
 田
 ・
 o
P
 

の
）
。
こ
こ
で
も
恩
寵
の
 

カ
 の
種
々
の
段
階
が
あ
る
 

が
 、
そ
れ
は
獲
得
す
る
師
の
良
否
の
程
度
に
よ
っ
て
い
る
 

「
 以
曲
客
 
も
 %
 ド
 0
 口
程
度
に
従
っ
て
 
口
 
弟
子
の
獲
 得
す
る
師
は
口
約
七
の
ぎ
・
 

き
日
が
か
通
常
の
儀
礼
に
よ
っ
た
者
（
き
ち
 綜
 ハ
 
%
 ）
で
 あ
る
」
（
 円
ト
 ・
 堅
 .
N
N
p
p
 

）
と
言
わ
れ
る
。
 

絡
 ち
の
 
日
 隼
圧
ォ
 
簿
の
師
を
得
る
場
 

合
 、
そ
の
師
が
上
述
し
た
 終
 （
 
づ
の
 
㏄
が
か
り
セ
 
%
 お
の
 師
 か
の
相
違
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
 得
 方
が
順
に
（
 ヰ
 Ⅰ
 
曲
う
 
じ
 
か
 直
ち
に
（
 p
 オ
ペ
の
日
じ
 

か
の
相
違
も
あ
っ
て
、
 絆
客
 る
ゆ
 
ヰ
 
が
の
段
階
は
更
に
区
分
 *
 し
 れ
る
（
円
く
七
・
 

X
 ま
 ・
 N
o
 
幸
 す
 ）
。
こ
の
「
順
に
し
し
 
こ
 い
う
 の
は
、
一
旦
よ
り
程
度
 

の
 低
い
師
に
従
っ
た
後
に
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
 る
 。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
約
七
の
乙
 %
 安
ぎ
の
師
を
得
た
 者
は
直
ち
に
生
前
解
脱
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カシ， 一ル・シヴァ 派に   おける upaya  
 

ろ aktiP 五 %a の 体系 

色
目
当
日
 集
鯨
 ）
の
状
態
に
達
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
 円
 下
 ・
 メ
牛
ぃ
 

・
の
め
 

m
.
 

ゆ
め
の
）
。
 

海
法
を
受
け
た
（
 篆
つ
め
甘
サ
 
（
 
簿
 ）
師
を
得
た
弟
子
に
つ
い
 て
は
、
は
っ
き
り
と
は
何
も
言
わ
れ
て
い
な
い
が
、
 恐
 ら
く
あ
る
程
度
の
修
 

行
の
期
間
の
後
に
生
前
解
脱
を
得
る
の
で
あ
ろ
う
と
 思
 わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
ア
ビ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
が
こ
の
「
 強
 1
.
 
弱
 」
の
 
ぬ
 
曲
尺
（
 

ぢ
ゅ
 神
曲
 

の
 定
義
の
根
拠
と
し
て
い
る
 昌
く
 ・
 り
母
ふ
 
（
 
円
卜
 ・
 乙 ヂ
め
 。
㏄
 
ム
に
 引
用
さ
る
）
は
 、
 良
き
師
の
も
と
に
導
か
 れ
た
弟
子
は
「
 彼
 （
 
師
 ）
 

に
 奉
仕
し
て
、
そ
の
満
足
し
た
彼
に
よ
っ
て
シ
ヴ
ァ
の
 @
 
ア
イ
 ー
ク
シ
ャ
ー
を
成
就
 し
 、
そ
の
瞬
間
あ
る
い
は
享
受
 
の
後
（
 由
づ
麓
ヴ
す
 

0
 幅
ゆ
年
 

ヰ
ゆ
 
）
、
あ
る
い
は
身
体
脱
落
の
後
（
 
き
プ
 が
 つ
ど
ゆ
 
（
）
 
、
シ
ヴ
 
ァ
に
 赴
く
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
そ
の
瞬
間
」
が
 
絡
 旧
 の
 
日
目
守
 ㏄
の
師
を
得
 

る
 場
合
に
当
た
り
、
「
享
受
の
後
に
」
が
き
七
 %
 サ
 
（
 
ゆ
め
 師
を
得
る
場
合
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 三
番
目
の
「
身
体
脱
落
 

の
後
に
」
に
つ
い
て
 ア
ビ
 ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
「
直
ち
に
 解
 脱
を
 与
，
え
る
 デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
」
㊧
 り
年
せ
 
。
 
田
 Ⅱ
 
づ
 ゅ
中
 
P
 年
囲
 隼
日
蕃
 ）
の
場
合
で
あ
 

る
と
説
明
し
て
い
る
（
 円
ト
 ・
 
X
 日
 ・
 め
 ㌍
 す
 ・
 
め
 
㏄
の
）
。
こ
の
 
@
 
ア
 イ
 ー
ク
シ
ャ
ー
は
 、
 死
に
か
け
て
い
る
人
に
シ
ヴ
ァ
の
 ぬ
 
凶
刃
（
 

干
つ
ゆ
巨
 

そ
の
 

し
る
し
は
本
人
あ
る
い
は
友
人
や
親
族
の
強
い
要
望
で
あ
 る
が
あ
っ
た
場
合
に
行
わ
れ
る
が
、
対
象
と
な
る
 人
は
紹
 日
 曲
馬
と
 守
犠
 

（
戒
律
を
授
け
る
デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
）
も
受
け
て
い
な
い
 か
 受
け
て
い
て
も
 田
 Ⅱ
 
づ
ゅ
中
曲
 

と
目
 偶
 
（
解
脱
を
与
え
る
 @
 
ア
 イ
 ー
ク
シ
ャ
ー
）
は
 

受
け
て
い
な
い
者
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
受
け
て
い
る
 者
 と
さ
れ
て
い
る
（
月
下
・
 
X
 ガ
 ・
 ナ
 ⑧
。
こ
の
最
後
の
三
㍉
 づ
ゅ
 ほ
と
 紺
雙
 
を
黄
 げ
 

て
し
ま
っ
て
い
る
人
は
繰
り
返
し
て
デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
を
 受
け
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
が
一
応
述
べ
ら
れ
て
 い
る
。
恐
ら
く
死
の
床
 

で
こ
れ
を
望
む
人
が
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
の
の
 
年
せ
 
0
 コ
ギ
づ
 
ゆ
中
が
年
 

w
.
 

日
オ
 

ゅ
 
囲
が
「
 強
 1
 。
弱
 」
の
 
ぬ
 
P
F
 
ヱ
 ・
 
つ
ゆ
 
（
 
曲
 に
 分
類
さ
れ
て
い
る
の
 

は
 、
こ
の
場
 ム
ロ
ぬ
 
が
 
ガ
ヰ
 も
 翠
簿
と
 シ
ヴ
ァ
と
の
ム
ロ
一
の
 間
 隔
 が
上
の
冗
長
的
場
合
を
除
い
て
極
め
て
 短
 い
た
め
で
あ
ろ
う
。
 

「
 
中
｜
強
 」
の
 
ぬ
 
p
F
 
（
 
p
.
 

口
ゆ
 
（
簿
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
 

て
い
る
、
「
コ
中
 ｜
強
ロ
 
の
場
合
、
デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
 l
 の
 後
で
も
目
ら
の
 シ
ヴ
 

ァ
 と
し
て
の
本
性
を
確
固
と
し
て
知
る
こ
と
が
な
い
。
 彼
 は
 死
の
時
に
シ
ヴ
ァ
と
な
る
」
（
 円
ト
 ・
 メ
田
 ・
の
も
。
下
の
 

串
こ
 。
注
釈
は
こ
れ
を
 

（
㏄
 
-
 

づ
目
 
（
 
r
a
 

方
が
の
場
ム
ロ
で
あ
る
と
し
て
い
る
㊤
・
山
ヰ
月
下
 

パ
コ
 ・
 N
&
0
%
 

）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
殆
ど
説
明
が
な
い
が
 、
 実
は
こ
れ
こ
そ
最
も
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一
般
的
な
弟
子
の
場
合
で
あ
る
。
一
般
的
と
い
っ
て
も
あ
 く
ま
で
も
解
脱
を
追
求
し
て
い
る
点
で
、
享
受
を
望
む
 以
下
の
段
階
の
者
達
 よ
 

り
 高
い
段
階
に
あ
る
。
 

「
 中
｜
中
 」
の
 
絆
村
 （
 
円
 
・
 
p
a
 
（
 
P
 を
受
け
た
者
は
、
「
シ
ヴ
ァ
 
を
 得
よ
う
と
欲
し
な
が
ら
、
す
 
け
す
ォ
 
仁
村
 
ゅ
目
 （
享
受
を
欲
 す
る
者
）
で
あ
り
、
 

結
合
さ
れ
た
 
ロ
 タ
ッ
ト
ヴ
ァ
ロ
を
享
受
し
た
後
、
死
の
時
 に
 @
@
 

ノ
ヴ
ァ
 と
な
る
 @
 
Ⅰ
（
 
づ
臣
 ・
 パ
円
す
 

Ⅰ
・
 
@
 
ト
 
も
め
こ
ム
 
@
 
ト
ぎ
 
）
。
「
 
結
 合
さ
れ
た
タ
ッ
ト
ヴ
ァ
」
 

と
い
う
の
は
、
弟
子
が
享
受
を
欲
す
る
者
の
場
合
、
師
は
 弟
子
を
シ
ヴ
ァ
に
結
 ふ
ロ
 
し
た
後
「
 地
 」
等
の
タ
ッ
ト
 ヴ
 ァ
に
 結
合
し
、
弟
子
は
 

デ
ィ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
後
そ
の
 タ
 "
 ト
ヴ
ァ
 の
 ヨ
 ー
ガ
を
 修
 す
る
こ
と
で
そ
の
タ
ッ
ト
 ヴ
ァ
 に
関
す
る
種
々
の
題
目
 無
力
を
得
る
こ
と
を
 指
 

し
て
い
る
。
 

「
 中
 １
弱
」
の
 
ぬ
 が
 オ
由
 ・
 
p
p
 
ヰ
 
が
の
場
ム
ロ
 、
 上
の
よ
う
な
 結
 合
さ
れ
た
タ
ッ
ト
 ヴ
ァ
 の
享
受
は
生
き
て
い
る
う
ち
に
 は
 生
ぜ
ず
 、
 次
の
生
 

に
お
い
て
生
じ
、
そ
の
身
体
の
死
後
に
シ
ヴ
ァ
と
な
る
 @
 
」
と
が
出
来
る
。
更
に
細
か
い
 

給
吋
ヱ
 ・
 
b
 ゅ
 （
曲
の
程
度
に
 
よ
っ
て
、
中
間
の
生
の
 

数
は
様
々
で
あ
る
 0
 
 「
こ
の
場
合
も
 、
禾
の
ヰ
す
 で
 ゆ
 鯨
の
 口
程
度
に
よ
っ
て
 、
 n
 シ
ヴ
ァ
と
の
 ム
 旦
は
口
早
く
あ
 る
い
は
遅
く
蔓
生
じ
 u
 、
 

享
受
は
多
く
あ
る
い
は
少
な
く
、
 

n
 取
る
べ
き
し
身
体
の
 
口
数
は
口
多
く
あ
る
い
は
少
な
い
」
（
 
円
ト
 ・
 パ
田
 ・
 N
A
A
 

ヴ
 。
 
N
A
 

の
が
）
。
注
釈
は
以
上
 

 
 

の
 二
つ
を
の
ゆ
山
す
曲
 
ガ
 の
か
守
が
年
 
す
 a
r
 
日
 ぎ
に
対
応
さ
せ
て
 
い
る
（
）
・
 p
 由
 心
下
・
 X
 ヨ
 .
 の
 下
 ㎝
 P
 ）
。
 

「
 弱
｜
強
 」
、
「
 
弱
｜
中
 」
・
「
 
弱
 １
弱
」
と
程
度
が
下
が
る
 に
 従
っ
て
弟
子
の
享
受
を
欲
す
る
程
度
が
強
く
な
る
が
、
 最
後
に
は
シ
ヴ
ァ
 

と
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
さ
れ
て
い
る
（
 づ
巨
 ・
 %
 安
・
㏄
 蹟
ヴ
ん
お
 が
）
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
場
合
、
も
う
一
度
来
世
 

に
お
い
て
デ
ィ
ー
ク
シ
 

ャ
 ー
を
受
 け
 ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
）
・
注
 

さ
 9
 
%
 
（
・
）
。
注
釈
は
こ
れ
ら
を
 絡
 Ⅰ
 ゴ
ド
オ
笘
ざ
ガ
 
が
住
す
が
「
 

ヨ
 

に
 対
応
さ
せ
て
い
 

る
 。
 

以
上
の
よ
う
に
、
例
え
ば
絡
も
の
ま
巨
守
が
の
師
を
得
 た
 場
合
に
は
必
ず
生
前
解
脱
が
得
ら
れ
る
な
ど
と
言
わ
れ
 て
い
る
よ
 う
 に
 、
他
 

力
 的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
全
て
は
神
の
恩
寵
す
な
 わ
ち
 
絆
客
ち
卸
 （
 
a
 の
程
度
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
 ナ
 」
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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力 ・アミール           

 
 

図
か
ら
、
儀
礼
は
全
て
精
神
的
な
形
で
充
分
で
あ
る
と
 壬
 
一
口
い
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
出
来
る
限
り
具
体
的
な
儀
礼
 

を
 勧
め
て
い
る
。
そ
れ
 

だ
け
で
は
な
く
、
解
脱
で
は
な
く
享
受
を
目
指
す
者
 す
 ら
を
も
自
ら
の
救
済
論
の
体
系
の
中
に
位
置
付
け
よ
う
と
 し

て
い
る
。
本
稿
中
で
）
 

 
 

は
 詳
し
く
触
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
が
、
「
 中
｜
中
 」
の
か
 曲
寸
卜
 

ち
目
 村
 
に
属
す
る
 
紐
 口
オ
 
が
岩
 
p
,
 
含
 づ
曲
 
年
す
 
a
r
 
ヨ
ぃ
 
コ
は
 、
解
脱
よ
り
も
 享
 

 
 

受
 
（
こ
の
場
合
は
主
に
超
自
然
力
）
を
重
ん
じ
る
故
に
 「
 中
｜
強
 」
の
定
年
 が
村
曲
 よ
り
も
 
め
燵
ガ
れ
ぢ
ゆ
 

（
が
の
段
階
 
と
し
て
は
低
い
が
、
 
儀
 

7
 

び
 

Ⅱ
 
結
 

仁
っ
 
ど
う
は
自
力
的
観
点
に
よ
り
ぬ
 
%
 ガ
（
 

ぢ
卸
 
（
曲
は
他
力
 
的
 観
点
に
 よ
 る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
体
系
を
完
全
 

に
 対
応
さ
せ
る
こ
と
 

は
で
き
な
い
。
「
 

強
｜
強
 」
は
直
ち
に
死
ん
で
し
ま
う
か
 
ら
 Ⅰ
 っ
ひ
せ
 

が
に
は
無
関
係
で
あ
る
し
、
「
 

強
｜
中
 」
は
 曲
 
コ
ニ
つ
ゅ
せ
 

韓
に
ほ
ぼ
対
応
 

 
 

師
 の
一
 @
@
 

ロ
 
」
が
言
わ
れ
て
い
る
の
が
や
や
矛
盾
す
る
。
 

し
か
し
、
「
 
強
 」
と
「
 中
 」
 の
 

 
 う

た
ポ
に
 

柁
 
洩
ア
ビ
 

あ
る
と
同
時
に
、
他
者
す
な
わ
ち
弟
子
を
救
 

通
常
の
在
家
の
信
徒
（
 

ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
関
心
の
中
心
が
生
前
 

ミ
舐
下
が
 
）
に
死
後
の
保
 

解
 

接
め
 が
 
ガ
 （
 
6
%
 曲
 を
め
げ
 ろ
 一
線
 は
 つ
い
て
は
、
非
常
に
 

㎎
浴
客
 ぢ
 翠
が
を
受
け
た
人
々
を
対
象
と
す
る
死
後
 

解
 

 
 

脱
の
手
段
で
あ
る
。
ま
た
、
 
苫
ミ
 
三
曲
 
コ
の
教
説
は
、
自
 

明
確
で
あ
る
 よ
う
 に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
生
前
解
脱
 

を
 得
ら
れ
る
か
得
ら
れ
な
い
 

ら
の
解
脱
の
た
め
の
手
段
で
 

 
 

 
 

唾
 
か
と
い
う
点
で
あ
る
 
0
 
 

か
ゅ
ち
ヴ
ゴ
 

申
せ
 

p
.
 

け
づ
ゅ
せ
 

斡
か
ら
 縞
叫
 
に
よ
ら
な
い
の
 
手
ぎ
い
 で
Ⅱ
 

芙
巴
審
 （
 
う
な
わ
ち
 

ヰ
 

T
A
 は
菩
 
早
ま
で
の
が
 
宙
ゴ
づ
簿
コ
 

0
 具
 

k
t
 

鮪
想
 ）
ま
で
の
全
て
の
方
法
が
生
前
解
脱
を
目
指
す
 

方
法
で
あ
り
、
「
 
強
 １
弱
」
の
ぎ
 客
号
翠
曲
 を
受
け
た
は
 
ず
の
人
を
対
象
と
し
て
い
る
 

 
 

 
 

a
 
 の
に
対
し
て
、
Ⅰ
 
守
絡
 す
な
わ
ち
師
に
よ
る
の
手
 
ゆ
 コ
曲
づ
 

r
a
 
村
 凶
日
 
曲
は
、
 上
の
人
々
へ
の
入
門
式
の
意
味
も
 

あ
る
が
、
コ
中
 
｜
強
 」
以
下
の
 

 
 
 
 



礼
 
的
に
は
㌧
 

屈
 
（
 
r
a
 

オ
帥
 

よ
り
も
高
い
地
位
に
あ
る
。
彼
ら
 

は
臼
ガ
ゅ
 

卸
の
後
に
約
 

住
甘
 

P
 
オ
ゅ
ム
す
田
毬
ア
 

欝
を
受
け
、
 

そ
の
後
の
修
行
に
よ
っ
 

て
 
超
自
然
力
を
得
る
力
ら
で
あ
る
 

、
、
 
。
 （
 
7
@
6
 
 

0
 
こ
れ
は
シ
ヴ
ァ
教
の
 

体
系
に
属
し
て
い
な
い
行
者
達
を
シ
ヴ
ァ
教
の
中
に
取
 

り
 
込
も
う
と
い
う
試
み
 

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

絆
ま
ぢ
翠
 

り
の
原
形
に
つ
い
て
 

述
 
べ
た
際
に
触
れ
た
よ
う
に
、
シ
ヴ
ァ
教
の
成
立
の
基
盤
 

に
は
 
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
 

的
 
鼠
伏
 

的
 
要
素
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
 

ろ
 
れ
る
が
、
こ
う
し
た
要
素
は
 

ア
ビ
 

ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
当
時
に
 

お
い
て
も
常
に
存
在
し
 

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
制
御
さ
れ
た
形
で
 

ョ
 
ー
ギ
ニ
ー
に
 

よ
っ
て
穂
俵
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
自
然
力
を
得
よ
 

5
 
と
す
る
行
者
達
で
あ
 

  

 
 

 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
 

ょ
う
 
に
自
ら
の
教
団
に
広
い
基
 

盤
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
自
体
が
、
実
際
に
は
そ
 

う
 
し
た
基
盤
を
持
っ
て
 

い
 

な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
 

げ
ア
ビ
 

ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
目
指
し
て
い
た
こ
と
は
、
 

解
 
脱
 
志
向
の
在
家
の
集
団
 

を
 
イ
ニ
シ
 

ヱ
 
イ
シ
ョ
 

ソ
 
儀
礼
な
ど
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
 

@
 
」
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
歴
史
的
に
見
て
も
こ
の
 

意
図
は
成
功
せ
ず
、
 

ょ
 

り
 
現
世
志
向
的
な
シ
ャ
ク
テ
ィ
ズ
 

ム
 
の
大
波
の
中
に
結
局
 

吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
 

過
 
程
で
 
シ
 
ヤ
ク
テ
ィ
ズ
 

ム
 

(386) 78 
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（
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（
 り
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（
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（
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 ）
 

（
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 ）
 

（
 6
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主
 
'
 @
 

（
 1
 ）
 
こ
の
派
の
著
作
家
の
多
く
が
 カ
シ
、
 、
、
 
一
ル
で
 活
動
し
た
の
で
こ
 の
よ
う
に
よ
ば
れ
る
が
、
 

ヵ
 シ
ミ
ー
ル
に
限
ら
れ
て
い
る
訳
で
 ほ
 な
く
、
不
適
 

切
 な
用
語
と
言
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
フ
ー
ガ
マ
の
権
威
を
認
 め
つ
つ
も
不
二
一
元
論
的
解
釈
を
お
こ
な
 う
 シ
ヴ
ァ
教
の
一
派
 0
 名
称
と
し
て
 

用
い
る
。
 
理
在
 わ
ず
か
に
カ
シ
ミ
ー
ル
に
残
る
に
す
ぎ
な
い
が
 、
中
世
に
お
い
て
は
聖
典
シ
ヴ
ァ
派
と
な
ら
ん
で
シ
ヴ
ァ
教
の
 二
天
セ
ク
ト
の
 

一
つ
で
あ
る
。
 

著
作
時
期
紀
元
千
年
十
一
お
年
頃
。
 

わ
 Ⅰ
 ま
キ
ぬ
き
 
か
ぬ
・
 
毛
 ぎ
す
 い
 0
 日
ヨ
の
コ
円
簿
 

Ⅱ
 せ
ヴ
せ
勾
拙
卸
コ
簿
オ
肢
ミ
 

申
せ
 
い
 Ⅰ
 
㏄
（
 
す
 p
 、
パ
い
 
の
す
 
ヨ
ギ
 の
の
Ⅱ
 
ず
の
 O
f
 

円
の
 

メ
 方
が
 コ
 隼
の
（
 
E
 臼
 8
,
z
O
 い
の
，
 
い
 ㏄
・
の
 

0
.
 

の
の
・
 鱒
 ・
 2
 の
・
 ミ
 ・
も
 べ
 ，
 紹
 ，
 ま
 ，
 紹
 ・
）
の
田
の
 

l
 ）
 0
 の
の
・
 
以
 下
づ
 下
と
略
 。
 ざ
ぢ
 3
%
 
曲
の
注
釈
は
 ナ
と
略
 。
 

シ
ヴ
ァ
教
の
根
本
聖
典
と
し
て
フ
ー
ガ
マ
は
二
十
八
で
あ
る
と
 さ
れ
る
が
、
そ
の
内
十
八
が
二
元
論
的
、
十
が
不
一
不
二
元
論
 的
と
さ
れ
て
い
 

る
 。
そ
の
他
多
く
の
 副
 ア
一
ガ
マ
が
あ
り
、
更
に
カ
シ
ミ
ー
ル
 
シ
ヴ
ァ
派
は
六
十
四
の
不
二
一
元
論
的
 タ
ソ
ト
ラ
 
を
聖
典
 と
 靭
唾
 
*
 
り
 て
り
 
。
 

個
人
の
魂
、
個
我
に
つ
い
て
シ
ヴ
ァ
教
に
お
い
て
最
も
普
通
に
 用
い
ら
れ
る
言
葉
は
趙
 
目
 
「
極
微
」
で
あ
る
。
 

5
 目
の
に
 
は
、
ゆ
セ
 
が
 4
 曲
（
 曲
ゼ
目
 「
個
我
」
に
属
す
る
）
 
、
ヨ
韓
 モ
が
 （
 ョ
 鎧
い
に
属
す
る
）
 
、
ァ
ゅ
 「
 ョ
曲
 （
 村
ぎ
ョ
 欝
に
属
す
る
）
の
 三
種
が
あ
る
 

が
 、
根
源
的
な
も
の
は
ひ
 づ
 a
v
a
.
 

ョ
 a
 団
で
あ
り
、
単
に
ョ
日
 
が
と
い
う
時
は
こ
れ
を
指
す
。
こ
の
観
念
と
ジ
ャ
 4
 々

教
の
ひ
 の
 Ⅰ
が
せ
が
色
柄
）
 

の
 概
念
と
の
類
似
は
、
中
世
 南
 イ
ソ
 ド
 に
お
い
て
 
シ
グ
ァ
 教
が
 争
い
勝
利
し
た
相
手
が
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
 と
 特
に
興
味
深
 

い
こ
と
で
あ
る
が
、
目
の
 
r
a
v
a
 
が
行
為
に
よ
っ
て
増
大
す
る
の
 に
 対
し
て
、
 
ヨ
の
 下
は
行
為
に
よ
っ
て
熟
し
魂
か
ら
分
離
す
る
 可
能
性
を
得
る
 

と
い
う
対
照
的
な
関
係
に
あ
る
。
 

こ
れ
は
苦
し
み
に
満
ち
た
輪
廻
の
世
界
が
ど
う
し
て
存
在
す
る
 の
か
と
い
う
 
神
 議
論
的
問
い
へ
の
見
事
な
解
答
の
一
つ
で
あ
る
  
 

 
 

イ
ン
ド
で
は
古
く
か
ら
白
内
障
の
手
術
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
 そ
の
実
際
は
外
部
か
ら
衝
撃
を
加
え
て
水
晶
体
を
眼
球
 底
 に
落
 と
す
も
の
で
、
 

鱒
 

 
 

ヨ
 住
が
を
取
り
去
る
た
と
え
と
し
て
は
完
全
に
合
致
し
な
い
。
 

7
9
 

シ
ヴ
ァ
の
行
い
は
、
創
造
（
の
 
叫
ゅ
甘
 
）
・
維
持
（
陰
圧
（
 @
 
）
・
還
滅
（
 の
り
 
ち
す
ひ
 
「
 ぃ
 ）
・
恩
寵
（
が
 コ
 け
的
「
㏄
二
の
）
・
隠
蔽
（
（
 

マ
 。
 ヴ
 甘
ゆ
 

v
a
 

）
の
 

五
 っ
と
さ
れ
、
 

め 

て 

論 
じ 
ナ， Ⅰ 

い 
  

局
 受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
点
に
求
め
ら
れ
る
べ
 ぎ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
社
会
宗
教
史
的
問
 題
 に
つ
い
て
は
稿
を
改
 

に
 理
論
的
基
盤
を
提
供
す
る
の
は
 カ
シ
、
、
、
｜
ル
 

・
シ
ヴ
ァ
 派
 で
あ
る
が
。
こ
の
失
敗
の
原
因
は
、
イ
ン
ド
社
会
が
 解
脱
志
向
の
在
家
を
結
 



（
 
1
 
8
 ）
 

（
 
1
 
9
 ）
 

（
 
2
 
0
 ）
 

（
 
0
 ）
 

（
 
1
 
1
 ）
 

（
は
）
 

（
 
1
 
3
 ）
 

（
 
4
 ）
 

（
 
1
 
5
 ）
 

（
 
1
 
6
 ）
 

（
 
1
 
7
 ）
 中

で
も
恩
寵
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
 

8
0
 

ア
ビ
 ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
 円
ト
 ・
Ⅹ
）
（
～
・
㌣
）
 

o
P
 

で
こ
の
 

他
 種
々
の
 物
質
的
 
ョ
 ㏄
寸
の
理
論
を
反
駁
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
 省
 略
す
る
。
 

 
 
 
 
 
  
 

特
に
 
い
ガ
ォ
ゼ
リ
 

（
 
@
 と
い
う
語
が
自
ら
を
シ
ヴ
ァ
と
認
識
で
き
な
 い
 無
知
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。
 

 
 

ヨ
 目
が
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
将
来
の
弁
別
さ
れ
た
 
ロ
 
対
象
の
口
 

"
p
 
づ
白
 
2
 ゆ
ち
 -
0
-
 

守
ひ
コ
リ
 ヨ
 簿
 三
葵
 が
 「
 ヨ
 卸
せ
卸
 す
 三
百
 臼
厨
 Ⅰ
 

集
ま
り
を
Ⅱ
享
受
す
る
こ
と
へ
の
 口
 性
向
に
他
な
ら
な
い
。
」
 

斡
 ㌧
 目
 Ⅰ
 コ
 p
 ヨ
の
コ
 
ぜ
が
 
侍
 
理
由
 卸
コ
が
ヨ
ヨ
 が
 -
 
簿
ヨ
の
 リ
セ
が
り
 

い
 け
 ぎ
捜
 -
 
三
 %
 
Ⅰ
 Ⅰ
 
"
 

せ
 0
 ㏄
 せ
簿
仔
卸
 

Ⅱ
 祈
ヰ
 
Ⅱ
の
（
～
）
の
 

く
 が
 ぎ
ゆ
良
ヴ
ゴ
ゆ
そ
せ
曲
 

く
の
り
り
 

ゴ
 の
 年
ゆ
 
㏄
 簿
石
幅
 
ハ
リ
二
の
 

ト
 ・
 
，
，
 
コ
コ
く
円
・
 

@
x
.
 
の
㎏
 
l
 ㏄
の
 
が
 

「
個
我
に
属
す
る
こ
の
 
撹
 乱
と
は
、
対
象
を
持
た
な
い
欲
望
で
あ
 り
 、
弁
別
を
欠
い
た
も
の
で
あ
り
、
不
充
足
感
で
あ
り
、
 
軸
 
知
 で
あ
り
 

月
下
・
Ⅰ
 肚
つ
ヴ
 
・
 轄
い
ヴ
す
 
㏄
 白
 年
年
下
の
の
知
が
で
が
 目
 Ⅰ
年
ゅ
 
の
 の
知
に
 影
響
を
与
え
る
何
と
し
て
、
）
 い
 せ
が
 
邸
目
 が
は
恋
す
る
人
が
恋
 人
の
姿
を
あ
り
 

あ
り
と
見
る
場
合
を
挙
げ
て
い
る
が
（
 円
ト
 ・
 セ
 0
 こ
ゲ
づ
 で
 
べ
 ㍉
 l
 ㏄
）
、
こ
こ
で
し
 け
 a
r
 
ヨ
が
笘
 Ⅰ
由
の
憶
悪
ま
 鮨
お
 
Q
,
 
ぐ
鮨
ミ
臣
ト
さ
 で
 Ⅰ
の
 
う
せ
 
が
 オ
ゆ
 

い
 っ
 a
r
i
c
c
 

下
色
 

p
.
2
 の
 N
 
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
 か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
仏
教
徒
が
ブ
ッ
ダ
の
全
知
を
証
明
す
る
 た
め
の
議
論
を
 

借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
決
し
て
明
瞭
な
形
で
言
わ
れ
な
い
。
 後
 述
 ㊤
・
 ミ
 ）
す
る
 2
3
 
に
、
自
力
で
生
前
解
脱
を
得
る
人
は
 、
 
「
自
ら
の
意
識
 

そ
の
も
の
で
あ
る
神
々
に
よ
っ
て
」
（
 
留
い
 の
曲
唱
曲
ま
日
目
 
子
ゴ
目
 
）
 d
 民
 蕃
を
受
け
る
と
言
わ
れ
る
。
 

宝
田
～
～
さ
ぬ
 

建
 ～
）
 
セ
 0
 ～
～
 

a
r
a
 

～
 
ぬ
ま
 
～
（
 
a
 、
 （
以
下
目
 宅
と
略
 ）
 記
 
i
i
.
2
 

デ
 い
 の
 ・
コ
タ
ン
ト
ラ
ー
ロ
ー
カ
 
ロ
 は
こ
の
タ
ン
ト
ラ
に
対
す
る
一
種
 の
 自
由
注
釈
 

と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
 

べ
う
 ヴ
ァ
「
恐
ろ
し
い
者
」
と
は
シ
ヴ
ァ
の
名
前
の
一
つ
で
 

よ
 
の
が
の
 
く
ひ
 
オ
リ
日
の
せ
㏄
 
づ
 Ⅰ
が
 
ヰ
ゆ
ぬ
 
0
 ヴ
す
ゆ
 
の
 0
 セ
掠
セ
の
 
の
 く
り
 
Ⅱ
ロ
ロ
 
ゆ
オ
 
が
 ゴ
 =
 あ

る
。
 

（
 づ
ぬ
 
さ
 %
 
Ⅰ
 寮
ミ
 
Ⅰ
 ヰ
 
仁
田
斉
 
鮨
ミ
 
Ⅰ
ト
知
。
 

宙
 ・
 p
 ヴ
 ）
・
 づ
 Ⅰ
 ミ
 ～
ド
も
 

く
さ
 
㌔
俺
も
か
 

鮨
 さ
へ
 
ト
 簿
は
ア
ビ
ナ
ヴ
 

ァ
ク
 フ
タ
自
身
に
よ
る
 

日
 タ
ン
ト
ラ
ー
 
ロ
 l
 カ
 L
 の
最
も
簡
潔
 な
 要
約
で
あ
る
。
 

コ
つ
く
イ
 

・
 ア
 ・
 ト
 白
 l
 の
・
 p
 コ
 年
ロ
 
セ
 0
 デ
 の
 
で
づ
 Ⅰ
 甲
ひ
 

）
・
 
p
 年
日
と
 
ぎ
 ・
 ニ
 ・
 セ
 0
 ㌃
が
つ
 つ
お
 l
%
 

力
 隠
悪
 
ド
 Ⅰ
ビ
田
 
咀
 Ⅰ
 き
 a
.
 
せ
 -
 
印
せ
 
卸
 づ
り
 
宙
 p
 、
 ヒ
コ
 
・
包
は
コ
 ミ
ま
 Ⅰ
Ⅰ
 
悪
 ㌧
Ⅰ
 
芯
 @
 
り
さ
 
ハ
三
ユ
 .
 ）
㏄
 
L
 し
 向
山
様
に
 づ
 「
が
（
 

ゼ
い
す
ひ
 

l
p
.
 
年
ゴ
セ
リ
コ
 

p
.
 

で
Ⅱ
ゆ
づ
 

ゅ
ヒ
ゅ
 
六
づ
 
り
 ・
良
す
 
卸
 Ⅱ
の
 
り
リ
 
・
 

村
 「
 吋
ヂ
 巻
ヨ
 ゅ
年
已
を
ヨ
 ー
ガ
の
大
麦
と
し
て
挙
げ
る
。
し
か
 し
ア
ビ
 
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
 ぢ
ヨ
ダ
 
田
透
 ヨ
ダ
撹
建
コ
 が
に
つ
い
 
て
も
ミ
白
文
 し
ナ
 Ⅰ
 

い
る
（
 円
ン
 ・
 中
ぺ
 
・
㏄
Ⅰ
の
）
。
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甘
悶
母
 主
簿
は
こ
れ
を
「
 師
 等
に
関
し
た
」
（
 幅
 仁
安
 曲
日
 紅
色
 ㌢
 ま
 ま
き
）
と
注
釈
し
て
い
る
が
、
別
の
個
所
で
は
「
弟
子
 
か
ら
な
る
」
 

沿
ゅ
 
せ
 
い
ヰ
ヨ
 
ダ
 
ン
注
 づ
下
・
 昌
 ・
が
 
つ
 
0
 ㌃
 メ
ワ
 
の
も
、
デ
ト
㏄
 

l
%
 

）
と
述
べ
て
お
り
、
特
に
 隼
卍
 蕃
の
際
の
弟
子
の
身
体
を
指
 
す
と
考
え
ら
れ
 

る
 。
 

木
の
雨
・
 
a
 年
下
 
セ
ゅ
コ
 
は
通
常
の
 

6
p
 

年
 目
く
の
 

コ
 の
リ
ス
ト
に
入
ら
な
い
 。
こ
れ
は
、
呼
吸
の
周
期
を
日
、
月
、
年
な
ど
の
周
期
と
同
一
 規
 し
て
い
っ
 

て
 最
終
的
に
宇
宙
的
大
年
と
同
一
視
す
る
 よ
う
 に
す
る
方
法
で
 あ
る
。
「
 時
輪
 」
（
窓
下
ぃ
 
鈷
 S
 ）
と
の
関
係
が
言
わ
れ
る
が
 、
今
後
の
研
究
 

81  (389) 

円
か
セ
 

が
Ⅱ
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The systems of upiiya and iaktipiita in Kashmir ~ a i v i s m  

Jun Takashima 

ABSTRACT: This paper investigates the soteriological system of 
Kashmir Saivism according to TantrZloka of the great Hindu philoso- 

pher Abhinavagupta. First, we look into its theory of bondage of soul 
(Pciia=mala), comparing it with that of Saivasiddhanta school. Secondly, 

we analize the system of four upcya, methods of salvation. This system 

is mainly constituted by various methods of self-salvation such as  yogic 
meditation etc. but it contains also various rituals, especially initiation 
rituals (diksci), which are methods of salvation by divine grace. And 
the choice among these methods by a disciple depends on the degree 

of the penetration of the power of divine grace (iaktipZta), and we 

can see that the notion of bhakti (which is the manifestation of divine 

grace) plays an important role in salvation. In this fashion, Kashmir 

Saivism offers a synthetic system of salvation methods, which serves 
not only for 'virtuosos' who practice mystical technics but also for 

ordinary bhZkEas who rest as  householders. 


