
空
海
の
詩
文
に
お
け
る
「
境
」
の
理
念

―
―　

王
昌
齢
『
詩
格
』
及
び
唯
識
説
と
の
関
わ
り　

―
―江

　
　
藤
　
　
高
　
　
志

一
　
緒
言

　

空
海
が
唐
か
ら
帰
国
し
た
後
、
嵯
峨
天
皇
、
淳
和
天
皇
の
勅

撰
に
よ
っ
て
、
勅
撰
漢
詩
文
集
『
文
華
秀
麗
集
』『
経
国
集
』

が
編
纂
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
漢
詩
文
集
と
空
海
の
漢
詩
文
集
で

あ
る
『
性
霊
集
』
と
に
は
、
新
し
い
文
学
理
念
に
基
づ
い
た
「
境
」

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
た
。
そ
の
表
現
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る

空
海
の
作
例
と
し
て
、「
沙
門
勝
道
歴
二
山
水
一
瑩
二
玄
珠
一
碑
。

幷
序
」（『
性
霊
集
』
巻
二
）
に
、「
夫
境○

随
レ
心
変
。
心
垢
則

境○

濁
。
心
逐
レ
境○

移
。
境○

閑
則
心
朗
。
心
・
境○

冥
会
、
道
徳
玄
存
」

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
境
」
の
表
現
方
法
は
、
先
行
す
る
編

纂
さ
れ
た
『
懐
風
藻
』
や
『
萬
葉
集
』
に
は
み
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
る
。

　
「
境
」
と
い
う
言
葉
は
、
元
来
、「
国
境
」「
人
境
」
な
ど
の

区
切
り
や
、「
勝
境
」「
仙
境
」
な
ど
の
具
体
性
の
あ
る
地
域
を

意
味
し
、
さ
ら
に
、「
環
境
」「
逆
境
」
の
よ
う
な
抽
象
的
な
状

況
ま
で
も
包
括
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
の
根
底
に
は
、

全
体
か
ら
と
ら
え
ら
れ
た
部
分
と
い
う
認
識
が
認
め
ら
れ
る
。

先
に
挙
げ
た
例
で
は
、
さ
ら
に
意
味
が
拡
が
り
、
心
が
作
り
出

す
仮
象
の
世
界
を
表
す
仏
教
語
と
し
て
の
用
法
が
取
り
入
れ
ら

れ
、
世
界
へ
の
認
識
を
あ
り
方
を
説
明
し
て
い
る
。

　

空
海
は
、
こ
の
「
境
」
と
い
う
言
葉
を
、
区
切
り
や
地
域
を

表
す
一
般
の
意
味
と
認
識
の
対
象
世
界
を
表
す
仏
教
語
の
意
味

と
に
、『
性
霊
集
』
に
お
い
て
使
い
分
け
て
い
る
。
ま
た
、
彼
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と
同
時
代
の
詩
人
で
は
、
彼
と
交
流
が
深
か
っ
た
嵯
峨
天
皇
も

仏
教
語
と
し
て
の
「
境
」
を
詩
に
取
り
入
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

惟
長
春
道
も
同
様
に
、
嵯
峨
天
皇
と
の
贈
答
詩
に
お
い
て
「
境
」

を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
、『
文
華
秀
麗
集
』『
経

国
集
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
仏
教
語
と
し
て
の
「
境
」
が
、
こ
の
時
期
に
注

目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
小
島
憲
之
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
空
海
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る（
１
）。
そ

の
指
摘
に
は
、
空
海
が
唐
か
ら
王
昌
齢
の
文
学
理
論
書
で
あ
る

『
詩
格
』
を
日
本
へ
将
来
し
、
嵯
峨
天
皇
に
推
薦
し
て
献
じ
た

こ
と
が
、
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

『
詩
格
』
に
、
盛
唐
の
新
し
い
文
学
理
論
と
し
て
「
境
」
の
理

念
が
説
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
指
摘
以
外
に
も
、

彼
が
編
纂
し
た
文
学
理
論
書
で
あ
る
『
文
鏡
秘
府
論
』
及
び
そ

の
再
編
で
あ
る
『
文
筆
眼
心
抄
』
に
も
、『
詩
格
』
か
ら
「
境
」

に
関
す
る
部
分
を
採
録
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
も
、
い
か

に
空
海
が
「
境
」
と
い
う
文
学
理
念
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か

が
う
か
が
え
る
。

　

彼
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
境
」
の
理
念
に
注
目
し
た
の
は
、

や
は
り
僧
門
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教

世
界
で
、「
境
」
の
理
念
が
使
わ
れ
る
の
は
、
主
に
唯
識
の
分

野
で
あ
る
。
王
昌
齢
も
僧
門
と
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼

の
詩
文
か
ら
も
確
認
で
き
る
の
で
、
彼
の
唯
識
の
理
解
が
文
学

理
念
と
し
て
の
「
境
」
の
理
念
形
成
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
空
海
自
身
が
持
つ
唯
識
の
理
解
が
、

「
詩
格
」
の
「
境
」
の
理
解
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
境
」
の
文
学
理
念
と
唯
識
の
「
境
」
と
は
、

関
わ
り
が
深
く
、
盛
唐
の
王
昌
齢
以
降
、
中
唐
の
皎
然
、
晩
唐

の
司
空
図
ら
の
文
学
理
論
書
に
お
い
て
も
「
境
」
は
、
文
学
理

念
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
重
視
さ
れ
な
が
ら
継
承
さ
れ
て
ゆ

く
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
、
文
学
理
念
と
し
て
の
「
境
」
に
、
疑
問

も
残
る
。『
文
鏡
秘
府
論
』『
文
筆
眼
心
抄
』
に
は
、『
詩
格
』

の
「
境
」
に
関
す
る
論
が
、
全
て
が
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、「
三
境
」
の
論
が
挙
げ
ら

れ
る
。
南
宋
の
陳
応
行
『
吟
窓
雑
録
』、
明
の
胡
震
亨
『
唐
音

癸
籖
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
『
詩
格
』
に
は
、「
三
境
」
の
論
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が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、『
文
鏡
秘
府
論
』『
文
筆
眼
心
抄
』

に
は
、
こ
の
箇
所
は
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
当
時
に

お
い
て
著
名
だ
っ
た
王
昌
齢
の
『
詩
格
』
で
あ
っ
て
も
、
空
海

は
無
批
判
に
全
て
を
採
録
す
る
の
で
は
な
く
、
自
身
が
吟
味
し

て
有
益
だ
と
思
え
る
論
を
取
捨
選
択
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
こ
と
は
、
別
人
の
文
学
論
に
も
言
え
る
こ
と
で
、
中
唐
の

皎
然
『
詩
議
』
も
、『
文
鏡
秘
府
論
』『
文
筆
眼
心
抄
』
で
一
部

が
採
録
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
境
」
に
関
す
る
部
分

は
全
く
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
王
昌
齢
の

論
を
認
め
て
い
た
空
海
は
、
そ
の
論
と
は
異
な
る
皎
然
の
「
境
」

の
理
論
を
、
あ
え
て
採
録
し
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
点
を
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
空
海
は
、
様
々
な
文
芸
理

論
書
に
目
を
通
し
て
吟
味
し
な
が
ら
、『
文
鏡
秘
府
論
』『
文
筆

眼
心
抄
』
に
取
捨
選
択
し
て
採
録
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
察
で

き
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
取
捨
選
択
に
は
、
彼
の
文
学
に
対

す
る
審
美
眼
が
大
き
く
働
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
ほ
か
に
も
、
空
海
の
詩
文
に
は
、
嵯
峨
天
皇
や
惟
長
春

道
に
は
見
ら
れ
な
い
「
境
」
の
用
法
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
空
海
の
「
境
」
に
対
す
る
理
解
が
彼
ら
と
異
な
っ
て
い

た
部
分
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

王
昌
齢
と
皎
然
と
に
お
い
て
「
境
」
に
対
す
る
文
学
理
念
に
差

異
が
あ
る
よ
う
に
、
空
海
と
王
昌
齢
と
の
間
に
お
い
て
も
、「
境
」

に
対
す
る
文
学
理
念
に
差
異
が
存
在
す
る
可
能
性
を
考
慮
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
両
者
に
差
異
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
空
海
の
仏
教
思
想
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
彼
ら
に
お
け
る
「
境
」
の
文
学
理
念
の
差
異

を
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
な
が
ら
、
空
海
が
受
容
し
た
「
境
」
の

文
学
理
念
と
、
そ
れ
を
支
え
る
仏
教
思
想
と
の
関
係
を
明
ら
か

に
し
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、「
境
」
の
表
現
を
通
し
て
、
空
海
の

文
学
理
念
と
実
際
の
創
作
と
の
つ
な
が
り
を
考
察
す
る
の
が
、

本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

二
　�『
文
鏡
秘
府
論
』
に
お
け
る�

�

�

王
昌
齢
及
び
皎
然
の
「
境
」

　

最
初
に
、
文
学
理
念
と
し
て
の
「
境
」
の
概
念
に
つ
い
て
、

そ
の
用
法
を
確
認
し
て
ゆ
く
。
文
学
理
念
と
し
て
「
境
」
が
見
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ら
れ
る
文
献
の
早
い
例
と
し
て
、
盛
唐
の
文
人
官
僚
で
あ
っ
た

王
昌
齢
に
よ
る
『
詩
格
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
『
詩
格
』
は
、

空
海
に
よ
っ
て
唐
か
ら
持
ち
帰
ら
れ
、
そ
の
後
宮
廷
へ
献
納
さ

れ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
原
典
は
散
逸
し
現
存
し
な
い
も

の
の
、『
文
鏡
秘
府
論
』
や
『
吟
窓
雑
録
』
な
ど
に
一
部
が
採

録
さ
れ
て
伝
存
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
文
鏡
秘
府
論
』
に
選
録
さ
れ
て
い
る
『
詩
格
』
で
、

「
境
」
の
概
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
次
に
挙
げ
る
。

文
章
を
作
る
際
の
心
得
を
述
べ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

　
　

�

夫
れ
文
章
を
作
る
に
は
、
但
だ
多
く
意
を
立
つ
。
左
穿
右

穴
し
て
、
心
を
苦
し
め
智
を
竭つ
く

さ
し
め
、
必
ず
須
く
身
を

忘
れ
て
、
拘
束
す
る
べ
か
ら
ず
。
思
ひ
若
し
来
た
ら
ざ
れ

ば
、即
ち
須
く
情
を
放
ほ
し
い
ま
まに
し
て
却
っ
て
之
を
寛
や
か
に
し
、

境○

を
し
て
生
ぜ
し
む
べ
し
。
然
る
後
に
境○

を
以
て
之
を
照

ら
せ
ば
、
思
ひ
は
則
ち
便
ち
来
た
り
、
来
た
れ
ば
即
ち
文

を
作
る
。
如
し
其
れ
境○

思
来
た
ら
ざ
れ
ば
、
作
る
べ
か
ら

ざ
る
な
り
。

　
　

�

夫
作
文
章
、
但
多
立
意
。
令
左
穿
右
穴
、
苦
心
竭
智
、
必

須
忘
身
、
不
可
拘
束
。
思
若
不
来
、
即
須
放
情
却
寛
之
、

令
境○

生
。
然
後
以
境○

照
之
、
思
則
便
来
、
来
即
作
文
。
如

其
境○

思
不
来
、
不
可
作
也
。

�

王
昌
齢
『
詩
格
』（『
文
鏡
秘
府
論
』
南
巻
）

こ
こ
で
は
、
文
章
を
作
る
に
あ
た
り
、
多
く
の
意
を
尽
く
す
こ

と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
あ
れ
こ
れ
と
思
案
を
め
ぐ
ら
せ
て
自
身

を
忘
れ
る
ほ
ど
没
頭
し
て
は
い
け
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

着
想
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、
感
情
を
解
き
放
っ
て
ゆ
る
や
か
に

し
、「
境
」
を
生
み
出
さ
せ
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。「
境
」
が

生
ま
れ
た
な
ら
、
そ
の
「
境
」
を
通
し
て
世
界
を
把
握
し
て
、

着
想
を
得
て
文
章
を
作
り
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
「
境
」

が
生
ま
れ
な
け
れ
ば
、
強
い
て
作
ろ
う
と
し
て
は
い
け
な
い
と

も
戒
め
て
い
る
。

　
「
境
」
の
概
念
の
う
ち
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
創
作

過
程
に
お
け
る
着
想
を
得
る
段
階
で
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
心
に
「
境
」
を
作
り
出
す
た
め
に
は
、

心
を
の
び
や
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
作
り
出
せ
な
い
場
合
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は
、
無
理
に
創
作
を
し
よ
う
と
し
て
も
効
果
が
な
い
と
も
考
え

ら
れ
て
い
る
。「
境
」
を
通
し
て
創
作
し
よ
う
と
す
る
世
界
を

把
握
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
箇
所
に
も
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
次
に
挙
げ
る
。

　
　

�

夫
れ
意
を
置
き
て
詩
を
作
る
に
は
、
即
ち
須
く
心
を
凝
ら

し
て
、
其
の
物
を
目
撃
す
べ
し
。
便
ち
心
を
以
て
之
を
撃

ち
、
深
く
其
の
境○

を
穿う
が

つ
。
高
山
の
絶
頂
に
登
る
が
ご
と

く
、
下
に
万
象
を
臨
み
て
、
掌
中
に
在
る
が
ご
と
く
し
、

此
を
以
て
象
を
見
れ
ば
、
心
中
に
了あ
き

ら
か
に
見
る
。

　
　

�

夫
置
意
作
詩
、
即
須
凝
心
、
目
撃
其
物
。
便
以
心
撃
之
、

深
穿
其
境○

。
如
登
高
山
絶
頂
、
下
臨
万
象
、
如
在
掌
中
、

以
此
見
象
、
心
中
了
見
。

�

王
昌
齢
『
詩
格
』（『
文
鏡
秘
府
論
』
南
巻
）

こ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
作
詩
の
創
作
過
程
で
、
や
は
り
「
境
」

が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
何
か
着
想
を
得

て
詩
を
作
る
際
に
は
、
心
を
集
中
さ
せ
て
対
象
を
じ
っ
く
り
と

把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
象
に

対
し
て
心
を
注
ぎ
、
深
奥
に
迫
っ
た
「
境
」
を
生
み
出
す
た
め

で
あ
る
。
そ
の
様
子
は
、
ま
る
で
高
山
の
頂
き
か
ら
足
下
に
広

が
る
世
界
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
も
、
掌
中
に
把
握
し
て
い
る
よ

う
な
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
対
象
に
臨
め
ば
心
中
に

明
ら
か
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
の
は
、「
心
」
と
「
象
」
と
の

結
び
つ
き
に
焦
点
を
あ
て
、
詩
文
を
書
く
た
め
の
着
想
を
得
よ

う
と
心
を
静
め
て
ゆ
き
、
世
界
の
対
象
と
す
る
世
界
の
深
奥
を

「
境
」
と
し
て
、
心
に
描
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と

す
る
主
張
で
あ
る（
２
）。

　

創
作
に
お
け
る
「
心
」
と
「
象
」
と
の
問
題
は
、
す
で
に
六

朝
期
に
梁
の
劉
勰
『
文
心
雕
龍
』
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た（
３
）。
し
か
し
、
王
昌
齢
は
こ
の
問
題
を
「
境
」
と
い
う
仏
教
思

想
の
観
点
か
ら
捉
え
た
と
こ
ろ
に
新
し
さ
が
あ
る
と
い
え
る
。

で
は
、
な
ぜ
仏
教
思
想
の
観
点
か
ら
、
詩
文
創
作
の
理
念
を
説

こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
の
詩
文
集
『
王
昌
齢

集
』
を
み
れ
ば
、
僧
門
と
の
詩
の
応
酬
の
数
々
が
う
か
が
え
る

こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
王
維
を
始
め
と
す
る
盛
唐
の
詩
人
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と
僧
門
と
の
交
流
が
創
作
理
念
の
背
景
に
あ
る
た
め
だ
と
推
測

で
き
る（
４
）。

　

王
昌
齢
の
詩
と
仏
教
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
華
士
奎
は
、

五
言
古
詩
に
北
宗
禅
が
主
張
す
る
「
対
境
無
心
」
の
観
照
方
法

が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
指
摘
す
る（
５
）。
北
宗
禅
と
は
、
神
秀
か

ら
続
く
初
期
禅
宗
教
団
を
指
す
。
彼
は
、
則
天
武
后
、
中
宗
、

睿
宗
の
国
師
と
な
り
、
彼
の
死
後
は
弟
子
の
普
寂
が
国
師
を
引

き
継
い
で
い
る
。
よ
っ
て
、
北
宗
禅
の
勢
力
は
、
南
宗
の
荷
沢

神
会
が
安
禄
山
の
乱
で
信
任
を
得
る
ま
で
は
、
か
な
り
の
影
響

力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
神
秀
は
、
自
身
の
心
を
観

法
す
る
「
観
心
」
を
重
視
し
、『
観
心
論
』
を
著
し
た
。
さ
ら
に
、

初
期
の
禅
宗
に
お
い
て
は
、
唯
識
説
に
基
づ
い
た
『
楞
伽
経
』

も
重
視
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
北
宗
禅
は
唯
識

の
説
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
王
昌
齢
は
安
禄

山
の
乱
に
際
し
て
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
前
の

北
宗
禅
僧
と
の
交
流
を
通
し
て
、
唯
識
説
が
彼
の
文
学
理
念
に

深
く
影
響
を
与
え
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、『
詩
格
』
に
お
け
る
「
境
」
の
理
念
は
、

仏
教
思
想
の
唯
識
説
に
基
づ
い
た
可
能
性
が
高
い
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
空
海
が
詩
文
の
手
引
き
書
と
し
て
『
文
鏡
秘
府
論
』

を
編
纂
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
文
学
理
念
が
採
録
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の

は
、
唐
代
に
お
け
る
「
境
」
に
関
す
る
文
学
理
念
が
、『
文
鏡

秘
府
論
』
に
全
て
が
採
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
取
捨

選
択
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
同
じ
『
詩

格
』
に
あ
る
、「
意
境
」
に
関
す
る
言
説
は
、『
文
鏡
秘
府
論
』

に
は
採
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
空
海
自
身
の
文
学

理
念
と
し
て
賛
同
し
難
い
言
説
を
含
ん
で
い
た
た
め
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
唯
識
説
に
お
け
る
「
境
」
と
『
詩
格
』
に
お
け
る

「
境
」
と
の
違
い
を
確
認
す
る
。
王
昌
齢
は
、
心
象
世
界
に
お

け
る
外
界
の
対
象
を
「
境
」
と
み
な
し
、
主
観
的
な
「
心
」
に

対
し
、
客
観
的
存
在
と
し
て
「
境
」
を
対
応
さ
せ
て
使
っ
て
い

る
。
そ
の
役
割
に
お
い
て
は
、
唯
識
説
と
大
方
は
同
様
と
い
え

る
。
し
か
し
、「
境
」
に
対
す
る
肯
定
的
か
否
定
的
か
の
立
場

の
点
で
は
異
な
り
、
さ
ら
に
「
境
」
を
生
み
出
す
過
程
に
つ
い

て
の
認
識
が
大
き
く
相
違
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
唯
識
説
に

お
け
る
「
境
」
の
理
念
を
、
次
に
確
認
す
る
。
大
乗
仏
教
思
想
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を
ま
と
め
た
論
書
と
し
て
広
く
読
ま
れ
、
空
海
と
も
関
わ
り
の

深
い
馬
鳴
作
、
梁
の
真
諦
訳
『
大
乗
起
信
論
』
の
言
説
を
次
に

取
り
上
げ
て
確
認
し
て
ゆ
く
。

　
　

�

復
た
次
に
、
不
覚
に
依
る
が
故
に
、
三
種
の
相
の
彼
の
不

覚
と
相
応
し
て
離
れ
ざ
る
を
生
ず
。
云い
か
ん何
が
三
と
為
す
。

一
つ
に
は
無
明
業
相
、
不
覚
に
依
る
を
以
て
の
故
に
心
動

ず
る
を
、
説
き
て
名
づ
け
て
業
と
為
す
。
覚
す
れ
ば
則
ち

不
動
な
り
。
動
ず
れ
ば
則
ち
苦
有
り
、
果
は
因
を
離
れ
ざ

る
が
故
に
。
二
つ
に
は
能
見
相
、
動
に
依
る
を
以
て
の
故

に
能
見
あ
り
、
不
動
な
ら
ば
則
ち
見
無
し
。
三
つ
に
は
境

界
相
、
能
見
に
依
る
を
以
て
の
故
に
境
界
は
妄
現
す
、
見

を
離
る
れ
ば
則
ち
境
界
無
し
。

�

『
大
乗
起
信
論
』

こ
こ
で
は
、「
不
覚
」
か
ら
、
三
種
類
の
心
の
相
が
生
ま
れ
る

こ
と
を
解
説
し
て
い
る
。
一
つ
に
は
、「
無
明
業
相
」
で
、
ま

だ
悟
り
に
い
た
っ
て
い
な
い
無
明
の
状
態
で
あ
る
た
め
に
、
心

が
動
い
て
し
ま
う
の
で
業
と
呼
ん
で
い
る
。
悟
っ
て
い
れ
ば
本

来
の
状
態
で
あ
る
不
動
と
な
る
。
二
つ
に
は
、「
能
見
相
」
で
、

心
が
動
く
こ
と
で
主
観
が
働
く
の
で
あ
る
。
悟
っ
て
い
れ
ば
不

動
で
あ
る
た
め
、
主
観
は
生
ま
れ
な
い
。
三
つ
に
は
、「
境
界
相
」

で
、
主
観
で
あ
る
「
能
見
」
が
働
く
こ
と
で
「
境
界
」
が
心
に

生
れ
る
の
で
あ
る
。
悟
っ
て
い
れ
ば
、「
能
見
」
は
不
動
な
の

で
境
界
も
生
ま
れ
な
い
と
す
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
、
無
明

で
あ
る
不
覚
の
状
態
だ
か
ら
、
主
観
で
あ
る
「
能
見
」
が
働
い

て
、
そ
の
結
果
「
境
界
」
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
仏
教
で
は
、
こ
の
無
明
を
断
ち
、
意
識
の
活
動
を
停
止

さ
せ
る
た
め
に
、
心
を
静
め
観
察
を
行
う
止
観
に
よ
っ
て
対
治

を
行
う
。

　

よ
っ
て
、
唯
識
説
で
は
、「
境
」
と
は
無
明
で
あ
る
不
覚
か

ら
妄
言
す
る
も
の
で
、
本
来
は
止
観
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
詩
格
』
で
は
、

創
作
の
着
想
に
つ
な
が
る
心
が
導
き
出
す
待
ち
望
む
べ
き
存
在

と
さ
れ
る
た
め
、
両
者
の
意
味
合
い
は
対
照
的
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ゆ
え
に
、『
詩
格
』
で
は
、
創
作
過
程
に
お
け
る
方

法
論
と
し
て
、「
心
」
と
「
象
」
と
の
認
識
方
法
を
唯
識
説
に

依
拠
し
な
が
ら
も
、
仏
教
語
と
し
て
の
本
来
的
な
意
味
は
捨
象

― 21 ―



し
て
、
文
学
理
念
の
用
語
と
し
て
「
境
」
を
認
識
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
僧
門
の
空
海
は
、
唯
識
説
と
文
学
理
念
と
の
重

な
り
に
共
感
し
、『
文
鏡
秘
府
論
』
に
採
録
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
で
は
、『
詩
格
』
の
「
意
境
」
の
言
説
も
合
わ
せ
て
、

次
に
確
認
す
る
。

　
　
　
　

詩
に
三
境
有
り

　
　

�

一
に
曰
く
、
物
境
。
二
に
曰
く
、
情
境
。
三
に
曰
く
、
意

境
。
物
境
一
。
山
水
詩
を
為
ら
ん
と
欲
せ
ば
、
即
ち
泉
石

雲
峰
の
境○

を
張
る
。
極
麗
絶
秀
な
る
者
は
、
神
心
に
之
く
。

身
を
境○

に
処
き
、
境○

を
心
に
視
、
掌
中
に
瑩
然
た
り
て
、

然
る
後
に
思
ひ
を
用
ふ
れ
ば
、
境
象
了
然
た
り
。
故
に
形

似
を
得う

。
情
境
二
。
娯
楽
愁
怨
は
、
皆
意
に
張
り
身
に
処

り
、
然
る
後
に
思
ひ
を
馳
せ
て
、
深
く
其
の
情
を
得
。
意

境
三
。
亦
た
之
を
意
に
張
り
て
、
之
を
心
に
思
へ
ば
、
則

ち
其
の
真
を
得
。

　
　
　
　

詩
有
三
境

　
　

�

一
曰
、
物
境
。
二
曰
、
情
境
。
三
曰
、
意
境
。
物
境
一
。

欲
為
山
水
詩
、
即
張
泉
石
雲
峰
之
境
。
極
麗
絶
秀
者
、
神

之
於
心
。
処
身
於
境
、
視
境
於
心
、
瑩
然
掌
中
、
然
後
用

思
、
了
然
境
象
。
故
得
形
似
。
情
境
二
。
娯
楽
愁
怨
、
皆

張
於
意
而
処
身
、
然
後
馳
思
、
深
得
其
情
。
意
境
三
。
亦

張
之
於
意
、
而
思
之
於
心
、
則
得
其
真
矣
。

�

王
昌
齢
『
詩
格
』（『
吟
窓
雑
録
』
巻
四
）

こ
の
「
三
境
」
の
言
説
は
、『
文
鏡
秘
府
論
』
に
は
な
く
、『
吟

窓
雑
録
』
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
詩
の
様
式
を
「
境
」

に
よ
っ
て
三
分
類
し
て
い
る
。
し
か
し
、
唯
識
説
の
立
場
か
ら

考
え
る
と
、「
情
境
」
で
は
、
対
象
物
で
は
な
く
感
情
を
見
出

そ
う
し
て
い
る
仕
組
み
が
、
仏
教
に
お
け
る
「
境
」
の
概
念
と

合
わ
な
い
。「
意
境
」
も
、
そ
も
そ
も
「
境
」
が
主
観
で
あ
る
「
能

見
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
意

識
を
さ
ら
に
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は
理
解
し
が
た
い
。
そ
の

た
め
、
こ
の
三
つ
は
「
境
」
を
枠
組
み
と
し
な
が
ら
も
、
世
界

の
認
識
把
握
が
仏
教
の
「
境
」
と
は
異
な
っ
て
い
て
、「
境
」

に
お
け
る
着
想
の
重
点
の
置
き
方
の
違
い
と
し
て
理
解
せ
ざ
る

え
な
い
。
こ
の
「
意
境
」
の
論
は
、
中
国
の
文
学
理
論
と
し
て
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後
世
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、『
文
鏡
秘
府
論
』

に
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
空
海
が
僧
門
の
立
場
と

し
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
認
識
の
把
握
に
賛
同
し
難
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
の
は
、
他
に

中
唐
の
僧
皎
然
『
詩
式
』（『
詩
議
』）
に
お
け
る
「
境
」
の
概

念
も
同
様
に
採
録
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
も
わ
か
る
。『
詩
式
』
も
、

『
文
鏡
秘
府
論
』
に
文
学
理
念
も
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
で
、『
詩
式
』
に
お
け
る
「
境
」
に
関
す
る

言
説
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
事
実
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
引

用
さ
れ
て
い
な
い
「
境
」
に
関
す
る
言
説
を
次
に
取
り
上
げ
て
、

そ
の
理
由
を
考
察
し
て
ゆ
く
。

　
　
　
　

境
を
取
る

　
　

�（
上
略
）
又
云
ふ
、
苦
思
す
る
を
要
せ
ず
、
苦
思
す
れ
ば

自
然
の
質
を
喪
ふ
と
。
此
れ
又
然
ら
ず
。
夫
れ
虎
穴
に
入

ら
ず
ん
ば
、
焉い
ず

ん
ぞ
虎
子
を
得
ん
。
境○

を
取
る
の
時
、
須
す
べ
か

ら
く
至
難
至
険
に
し
て
、
始
め
て
奇
句
を
見
る
。
篇
成
る

の
後
、
そ
の
気
貌
を
観
る
に
、
等
間
に
し
て
、
思
は
ず
得

た
る
に
似
る
有
ら
ば
、
此
れ
高
手
な
り
。
時
有
り
て
意
静

か
に
神
王さ
か

ん
に
、
佳
句
縦
横
に
し
て
、
遏と
ど

む
べ
か
ら
ざ
る

が
ご
と
く
、
宛さ
な
がら

神
助
の
ご
と
し
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
蓋け
だ

し

先
ず
精
思
を
積
み
、
神
王
ん
な
る
に
因
り
て
得
る
か
と
。

　
　
　
　
　

取
境

　
　

�（
上
略
）
又
云
、
不
要
苦
思
、
苦
思
則
喪
自
然
之
質
。
此

亦
不
然
。
夫
不
入
虎
穴
、
焉
得
虎
子
。
取
境○

之
時
、
須
至

難
至
険
、
始
見
奇
句
。
成
篇
之
後
、
観
其
気
貌
、
有
似
等

間
、
不
思
而
得
、
此
高
手
也
。
有
時
意
静
神
王
、
佳
句
縦

横
、
若
不
可
遏
、
宛
如
神
助
。
不
然
、
蓋
由
先
積
精
思
、

因
神
王
而
得
乎
。

�

『
詩
式
』
巻
一

こ
こ
で
は
、
詩
文
の
創
作
に
あ
た
っ
て
「
苦
思
」
す
る
ま
で
に

表
現
を
追
及
す
る
こ
と
が
、
作
品
に
お
け
る
自
然
さ
を
損
な
う

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
に
対
し
て
、
皎
然
が
答
え
る
箇
所

で
あ
る
。
彼
は
、「
苦
思
」
を
否
定
せ
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す

ば
ら
し
い
表
現
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
答
え
て
い
る
。

創
作
に
お
け
る
「
苦
思
」
の
発
想
は
、
中
唐
の
詩
人
に
み
ら
れ
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る
傾
向
と
し
て
従
来
認
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

先
の
王
昌
齢
の
『
詩
格
』
で
述
べ
る
心
の
持
ち
方
と
は
逆
の
発

想
で
あ
る（
６
）。

ま
た
、
唯
識
説
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、「
無

明
」
に
よ
っ
て
活
動
す
る
意
識
に
よ
っ
て
、「
境
」
が
生
ま
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
心
の
活
動
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
次
に
挙
げ
る
『
大
乗
起
信
論
』
の

言
説
か
ら
も
わ
か
る
。

　
　

�

一
切
の
色
法
は
本
来
是
れ
心
に
し
て
、
実
に
外
色
無
き
を

以
て
な
り
。
若
し
色
無
け
れ
ば
則
ち
虚
空
の
相
無
し
。
謂

う
所
は
、
一
切
の
境
界
は
唯
だ
心
の
妄み
だ

り
に
起
こ
る
が
故

に
有
り
。
若
し
心
の
妄
動
を
離
す
れ
ば
則
ち
一
切
の
境
界

は
滅
し
、
唯
一
真
心
の
み
に
し
て
、
遍
せ
ざ
る
所
は
無
し
。

�

『
大
乗
起
信
論
』

こ
こ
で
は
、
唯
識
説
の
立
場
か
ら
、
境
界
を
生
み
出
す
心
を
妄

動
さ
せ
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
る
。よ
っ
て
、僧
門
と
し
て
の
空
海
に
と
っ
て
は
、『
詩

格
』
の
言
説
を
支
持
で
き
て
も
、
作
家
と
し
て
優
れ
た
表
現
を

求
め
て
「
苦
思
」
も
厭
わ
な
い
皎
然
の
「
境
」
に
関
す
る
言
説

に
は
、
賛
同
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
。

　

以
上
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
唐
代
の
新
し
い
創
作
理

論
で
あ
る
「
境
」
の
言
説
に
対
し
て
、
空
海
は
僧
門
の
立
場
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
唯
識
説
と
文
学
理
念
と
に
お
け
る
「
境
」
の

概
念
が
重
な
り
合
う
こ
と
に
対
し
て
賛
同
を
示
す
一
方
で
、
あ

ま
り
に
唯
識
説
と
表
現
追
及
の
心
と
が
乖
離
し
す
ぎ
て
、
受
け

容
れ
が
た
か
っ
た
言
説
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
、『
文
鏡
秘
府
論
』
に
様
々

な
創
作
理
論
を
採
録
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
取
捨
選
択
へ
反

映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
次
に
こ
れ
ま
で
確
認

し
て
き
た
『
詩
格
』
の
理
論
と
彼
の
実
作
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

空
海
自
身
の
作
品
に
お
け
る
「
境
」
の
表
現
方
法
を
通
し
て
考

察
し
て
ゆ
く
。

三
　『
性
霊
集
』
及
び
同
時
代
の
詩
文
に
お
け
る
「
境
」

　

こ
こ
で
は
、
空
海
の
実
作
に
お
け
る
「
境
」
の
表
現
を
考
察

し
、『
詩
格
』
の
「
境
」
の
言
説
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
ま
た
、
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そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
同
時
代
の
詩
文
に
お
け
る
「
境
」
を
取
り

上
げ
対
照
さ
せ
て
考
察
す
る
。

　

空
海
の
実
作
に
お
い
て
、
心
象
世
界
に
お
け
る
「
境
」
が
使

わ
れ
て
い
る
作
品
は
三
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
最
も
特
徴
的
な

発
想
が
見
ら
れ
る
作
品
を
次
に
挙
げ
る
。

　
　

�

夫
れ
、
境○

、
心
に
随
ひ
て
変
ず
。
心
垢け
が

る
れ
ば
則
ち
境○

濁

る
。
心
は
境○

を
逐
ひ
て
移
る
。
境○

閑
な
れ
ば
則
ち
心
朗
ら

か
な
り
。
心
境○

冥
会
し
て
、
道
徳
玄
存
す
。

�

「
沙
門
勝
道
山
水
を
歴
て
玄
珠
を
瑩
く
碑
。
幷
び
に
序
」

　
　

�

夫
境○

随
心
レ
変
、
心
垢
則
境○

濁
。
心
逐
レ
境○

移
、
境○

閑
則

心
朗
。
心
・
境○

冥
会
、
道
徳
玄
存
。

�

「
沙
門
勝
道
歴
二
山
水
一
瑩
二
玄
珠
一
碑
。
幷
序
」

�

『
性
霊
集
』
巻
二

こ
こ
に
挙
げ
た
序
文
の
一
部
に
、「
境
」
の
表
現
が
使
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
作
品
は
、
下
野
国
の
沙
門
勝
道
の
依
頼
を
受
け
て

制
作
し
た
も
の
で
、
弘
仁
五
年
（
八
〇
五
）
の
作
で
あ
る
。
こ

こ
で
の
趣
旨
は
、「
境
」
と
い
う
も
の
は
心
に
随
っ
て
変
化
し

な
が
ら
、
そ
の
「
境
」
も
心
が
汚
れ
る
と
「
境
」
も
や
は
り
濁

り
、
心
も
境
に
よ
っ
て
移
っ
て
ゆ
く
の
で
、「
境
」
が
静
か
で

あ
れ
ば
心
も
朗
ら
か
に
な
り
、
心
と
「
境
」
と
が
合
わ
さ
る
こ

と
で
、
道
の
徳
も
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
下
野
の
日
光
山

を
舞
台
に
、
僧
門
の
勝
道
を
描
い
て
い
る
の
で
、「
境
」
の
表

現
は
唯
識
説
に
基
づ
い
て
い
る
と
わ
か
る
。「
心
は
境
を
逐
ひ

て
移
る
」
と
い
う
の
は
、
主
観
で
あ
る
「
能
見
」
に
よ
っ
て
作

り
出
さ
れ
た
「
境
」
が
「
縁
」
と
な
っ
て
、
心
に
働
き
か
け
続

け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
日
光
山
の
静
け
さ
の
中
で
、
山

林
修
行
す
る
勝
道
の
心
持
ち
の
気
高
さ
を
、
心
と
「
境
」
と
に

よ
っ
て
活
写
し
て
い
る
。
山
林
修
行
に
関
わ
り
深
い
空
海
だ
か

ら
こ
そ
、
彼
の
内
面
を
共
感
的
に
描
き
、
唯
識
説
に
拠
り
な
が

ら
、
閑
静
な
山
林
で
生
活
す
る
勝
道
を
内
と
外
か
ら
俯
瞰
的
に

と
ら
え
た
新
し
い
世
界
を
表
現
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

同
じ
よ
う
に
唯
識
説
に
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
境
」
の
表
現

を
用
い
た
作
品
を
次
に
挙
げ
る
。

　
　

�

古
人
の
『
筆
論
』
に
云
ふ
、「
書
な
る
者
は
散
な
り
」
と
。
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但
結
裹
を
以
て
能
と
為
す
に
非
ず
。
必
ず
須
く
心
を
境
物

に
遊
ば
し
て
、
懐
抱
を
散
逸
し
、
法
を
四
時
に
取
り
て
、

形
を
万
類
に
象
る
べ
し
。
此
れ
を
以
て
妙
と
為
す
。

�
「
勅
賜
の
屏
風
を
書
し
了
へ
て
即
ち
献
ず
る
の
表
。

�

幷
び
に
詩
」

　
　

�

古
人
筆
論
云
、
書
者
散
也
。
非
但
以
結
裹
為
能
。
必
須
遊

心
境
物
、
散
逸
懐
抱
、
取
法
四
時
、
象
形
萬
類
。
以
此
為

妙
矣
。

�

「
勅
賜
屏
風
書
了
即
献
表　

幷
詩
」『
性
霊
集
』
巻
三

こ
こ
で
は
、
書
法
に
関
し
て
「
境
」
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
引
用
さ
れ
た
『
筆
論
』
は
、
後
漢
の
蔡
邑
の
論
が
伝

存
し
な
い
こ
と
か
ら
、
俗
説
に
基
づ
い
た
書
物
に
拠
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
の
注
に
指
摘
が
あ

る
。
書
に
臨
む
心
境
と
し
て
「
必
ず
須
く
心
を
境
物
に
遊
ば
し

て
」
と
あ
る
の
は
、『
詩
格
』
の
「
須
く
情
を
放
に
し
て
却
っ

て
之
を
寛
や
か
に
し
、
境
を
し
て
生
ぜ
し
む
べ
し
」
と
い
う
態

度
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。

　

次
に
挙
げ
る
「
境
」
の
表
現
を
用
い
た
例
は
、
空
海
が
『
理

趣
経
』
及
び
そ
の
注
釈
書
『
理
趣
訳
経
』
に
お
け
る
道
理
を
最

澄
に
説
明
し
た
書
面
に
あ
る
。

　
　

�

若
し
観
照
を
求
め
ば
、
則
ち
能
観
の
心
と
所
観
の
境○

と
、

色
も
無
く
形
も
無
し
、
誰
か
取
り
誰
か
与
へ
ん
。

�

「
叡
山
の
澄
法
師
、『
理
趣
釈
経
』
を
求
む
る
に
答
す
る
書
」

　
　

�

若
求
観
照
、
則
能
観
之
心
所
観
之
境○

、
無
色
無
形
、
誰
取

誰
与
。

�

「
答
叡
山
澄
法
師
、
求
理
趣
釈
経
書
」『
性
霊
集
』
巻
十

こ
こ
で
は
、
観
照
般
若
の
理
趣
を
求
め
た
と
し
て
も
、
主
観
で

あ
る
「
能
観
」
と
対
象
で
あ
る
「
所
観
」
で
あ
る
の
だ
か
ら
誰

に
も
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
が
、唯
識
説
に
拠
っ

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
三
例
の
検
討
か
ら
、
空
海
の
「
境
」
の
表
現
に
二
つ

の
特
徴
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
の
特
徴
と
し
て
、

最
初
の
例
と
最
後
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
僧
門
を
対
象
に
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し
た
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
境
」
の
表
現
は

唯
識
説
を
前
提
と
し
た
文
脈
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
配

慮
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
第

二
の
例
の
よ
う
に
書
法
の
創
作
過
程
に
お
け
る
心
境
を
説
明
す

る
た
め
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、『
詩
格
』

と
共
通
す
る
用
法
で
あ
り
、
創
作
の
着
想
段
階
に
お
い
て
、
心

で
対
象
を
十
分
に
と
ら
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
意
識
の
根
底

に
あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。よ
っ
て
、空
海
に
お
け
る「
境
」

を
用
い
た
表
現
の
特
徴
に
は
、
僧
門
を
対
象
と
す
る
と
い
う
仏

教
世
界
の
枠
組
を
持
ち
な
が
ら
も
、
も
う
一
方
で
は
仏
教
教
理

以
外
の
分
野
に
お
い
て
も
、
心
を
重
視
し
た
認
識
の
あ
り
方
を

意
欲
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
認
め
ら
れ
る
。

　

で
は
、
彼
と
同
時
代
の
作
品
に
お
い
て
は
、「
境
」
の
表
現

は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
三
つ
の
作
品
が

あ
る
の
で
、
次
に
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。
ま
ず
、
空
海
と
は

別
に
周
囲
に
影
響
を
与
え
た
作
品
と
し
て
、
嵯
峨
天
皇
の
「
澄

公
が
『
病
に
臥
し
て
懐
を
述
ぶ
』
の
作
に
和
す
。」
の
第
三
・
四

句
を
次
に
挙
げ
る
。

　
　

対
境○

知
皆
幻　
　

境
に
対
し
て
皆
幻
し
な
る
こ
と
を
知
る

　
　

観
空
厭
此
身　
　

空
を
観
じ
て
此
の
身
を
厭
ふ

�

「
和
澄
公
臥
病
述
懐
之
作
」

�

『
文
華
秀
麗
集
』
巻
中
・
梵
門

こ
れ
は
、
病
床
に
あ
っ
た
最
澄
の
「
病
に
臥
し
て
懐
を
述
ぶ
」

の
作
に
、
嵯
峨
天
皇
が
唱
和
し
た
作
品
で
あ
る
。
最
澄
の
作
品

は
現
存
し
な
い
け
れ
ど
も
、
止
観
を
重
視
す
る
天
台
宗
の
最
澄

に
対
し
て
、
止
観
と
関
わ
り
の
深
い
「
境
」
を
用
い
た
表
現
で

あ
る
。
小
島
憲
之
は
、「
対
レ
境
…
、
観
レ
空
…
」
の
句
法
が
仏

語
に
基
づ
く
と
指
摘
し
、
盛
唐
の
皇
甫
曽
「
観
レ
空
色
不
レ
染
、

対
レ
境○

心
自
柩
（「
贈
二
沛
禅
師
一
」）」
を
例
に
挙
げ
る（
１
）。
こ
の

よ
う
な
対
句
が
摂
取
さ
れ
た
背
景
に
は
、
盛
唐
以
前
に
は
あ
ま

り
み
ら
れ
な
い
文
学
理
念
と
し
て
「
境
」
が
早
く
取
り
入
れ
ら

れ
た
の
が
『
詩
格
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
対
句
に
『
詩
格
』

も
深
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
古
典
文

学
大
系
の
注
で
は
、
最
澄
の
詩
は
「
弘
仁
三
年
初
夏
の
頃
か
」

と
推
定
し
て
い
る
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
一
方
で
空
海
が
『
詩
格
』

を
嵯
峨
天
皇
に
献
上
し
た
の
は
、
弘
仁
二
年
六
月
で
あ
る
こ
と
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が
「
劉
希
夷
が
集
を
書
し
て
献
納
す
る
表
」（『
性
霊
集
』
巻
四
）

に
よ
り
分
か
る
の
で
、
嵯
峨
天
皇
は
『
詩
格
』
に
よ
っ
て
、「
境
」

の
表
現
を
学
ん
だ
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
。
発
想
面
に
お
い

て
は
、
弘
仁
五
年
（
八
〇
五
）
の
「
沙
門
勝
道
山
水
を
歴
て
玄

珠
を
瑩
く
碑
。
幷
び
に
序
」
に
先
行
し
て
、「
境
」
の
表
現
を

詩
文
に
取
り
入
れ
た
先
取
性
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
一
方
で

は
、
仏
教
教
理
を
般
若
経
典
に
基
づ
い
て
空
を
述
べ
る
発
想
の

範
囲
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
嵯
峨
上
皇
と
な
っ
て
か
ら
の

作
で
は
、「
七
言
、
御
製
『
右
軍
曹
が
道
す
る
を
聞
き
、
大
将

軍
良
岑
公
に
簡
す
』
に
和
す
」
の
よ
う
に
そ
の
対
象
範
囲
も
広

が
り
を
見
せ
る
の
で
次
に
挙
げ
る
。

　
　

�

対
境○

持
斎
宜
野
果　
　

境
に
対
す
る
に
持
斎
野
果
宜
し

　
　

�

観
空
炉
気
和
山
烟　
　

空
を
観
ず
る
に
炉
気
山
烟
に
和
す

　
　
　

�「
七
言
、
和
御
製
聞
右
軍
曹
入
道
簡
大
将
軍
良
岑
公
」

�

『
経
国
集
』
梵
門

こ
こ
で
は
、
出
家
し
た
右
軍
曹
（
貞
忠
）
の
修
行
生
活
の
様
子

を
「
境
」
の
表
現
で
案
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
発
想
は
先
の
詩

と
同
じ
く
般
若
経
典
に
お
け
る
空
に
拠
り
な
が
ら
、
観
念
世
界

か
ら
現
実
世
界
へ
と
広
が
り
を
み
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
境
」

の
表
現
を
積
極
的
に
用
い
る
嵯
峨
上
皇
に
唱
和
す
る
形
で
、
惟

長
春
道
も
「
七
言
、
賦
し
て
「
深
山
寺
」
を
得
た
り
、
太
上
天

皇
の
制
に
応
ず
」
で
、「
境
」
の
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
次

に
挙
げ
る
。

　
　

片
石
観
空
何
劫
尽　
　
　

�

片
石
空
を
観
ず　

何
れ
の
劫
か

尽
く
る

　
　

孤
雲
対
境○

幾
年
深　
　
　

孤
雲
境
に
対
す　

幾
年
か
深
き

�

「
七
言
、
賦
得
深
山
寺
応
太
上
天
皇
制
」（
同
）

こ
こ
で
は
、
静
か
な
環
境
に
流
れ
る
悠
久
の
時
を
「
観
空
」
と

「
対
境
」
に
よ
っ
て
表
現
し
、
嵯
峨
上
皇
の
表
現
を
踏
襲
し
な

が
ら
も
、
景
と
心
と
を
一
段
と
深
く
結
び
つ
け
、「
境
」
の
表

現
世
界
を
深
め
て
い
る
。

　

以
上
こ
れ
ま
で
、
空
海
の
作
品
及
び
同
時
代
の
作
品
に
お
け

る
「
境
」
の
表
現
を
検
討
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
表
現
は
僧
門
を

中
心
に
し
な
が
ら
も
、
空
海
が
心
と
景
と
が
互
い
に
関
係
し
合
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う
心
の
姿
を
描
く
一
方
で
、
嵯
峨
天
皇
も
こ
の
新
し
い
世
界
認

識
の
表
現
を
積
極
的
に
詩
文
に
取
り
入
れ
、
贈
答
詩
を
通
し
て

臣
下
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
両
者

は
日
本
文
学
に
お
け
る
「
境
」
の
表
現
の
開
拓
者
と
し
て
の
意

義
が
大
き
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
で
、
僧
門
と
し

て
空
海
は
唯
識
説
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
従
来
の
仏
教
教
理
と

は
異
な
っ
て
、「
境
」
の
世
界
を
肯
定
的
に
描
い
た
か
ど
う
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
認
識
を
解
明
す
る
に
は
、
彼
の
世

界
認
識
を
構
成
し
て
い
る
仏
教
思
想
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
最
後
に
仏
教
思
想
の
面
か
ら
彼
の
認
識

の
内
実
を
考
察
す
る
。

四
　
空
海
に
お
け
る
「
境
」
の
表
現
の
背
景

　

こ
こ
で
は
、
空
海
の
「
境
」
の
表
現
に
お
け
る
肯
定
的
な
認

識
が
何
に
由
来
す
る
の
か
を
考
察
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
に
、

空
海
と
嵯
峨
天
皇
と
が
用
い
た
「
境
」
の
表
現
を
比
べ
て
、「
境
」

へ
の
認
識
に
対
照
的
な
差
異
が
表
わ
れ
て
い
る
原
因
を
検
討
す

る
。

　
「
境
」
の
表
現
を
も
と
に
し
て
、
両
者
の
差
異
と
な
る
原
因

と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
表
現
が
基
づ
い
た
経
典
の
思
想
の

違
い
で
あ
る
。
嵯
峨
天
皇
の
表
現
と
関
係
す
る
経
典
と
し
て
は
、

一
切
を
空
と
み
な
す
般
若
経
典
や
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
『
大
智

度
論
』
な
ど
が
想
定
で
き
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
の
経
典
の
発

想
は
、
初
期
大
乗
仏
教
に
属
す
る
、
龍
樹
の
中
観
派
に
近
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
空
海
の
発
想
は
、
如
来
蔵
思
想
を
説

く
『
大
乗
起
信
論
』
の
唯
識
説
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
ち

ら
で
は
、
無
明
が
消
滅
す
れ
ば
、
心
は
不
動
と
な
り
、
空
相
そ

の
も
の
も
存
在
し
な
い
こ
と
を
悟
る
と
説
き
、
本
性
自
浄
心
を

認
め
て
い
る
。『
大
乗
起
信
論
』
及
び
そ
の
注
釈
書
で
あ
る
『
釈

摩
訶
衍
論
』
は
、『
性
霊
集
』
に
お
け
る
詩
文
の
典
拠
に
も
使

わ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
境
」
と
空
に
対
す
る
認
識
に
対
す
る
空

海
の
立
場
は
、
彼
の
著
作
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
よ
っ
て
、

彼
の
『
般
若
心
経
秘
鍵
』『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
を
次
に

挙
げ
て
、
彼
の
立
場
を
明
確
に
し
て
ゆ
く
。

　

ま
ず
、『
般
若
心
経
』
を
解
説
し
た
『
般
若
心
経
秘
鍵
』
に

お
い
て
、
法
相
宗
と
天
台
宗
と
に
お
け
る
認
識
の
違
い
を
解
説

し
て
い
る
箇
所
を
確
認
す
る
。
空
海
は
『
般
若
心
経
』
の
中
に
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五
つ
の
教
え
が
あ
る
と
し
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
相
」
を
掲
げ

て
、
法
相
宗
の
唯
識
説
を
、「
相
性
別
論
し
、
唯
識
境
を
遮し
ゃ

す
。

心
た
だ
こ
れ
に
在
り
や
」
と
述
べ
、
現
象
と
本
質
と
を
区
別
し
、

主
観
に
よ
り
世
界
に
対
し
て
生
ま
れ
る
「
境
」
を
否
定
し
、
唯

心
だ
け
が
存
在
す
る
と
解
説
す
る
。
次
に
、「
一
」
を
掲
げ
て
、

天
台
宗
の
教
え
か
ら
、「
こ
の
得
自
性
清
浄
如
来
は
、
一
道
清

浄
妙
蓮
不
染
を
も
つ
て
衆
生
に
開
示
し
て
、
そ
の
苦
厄
を
抜
く
」

と
述
べ
、
物
の
本
質
が
本
来
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
覚
っ
て
い
る

こ
の
仏
は
、
現
象
の
全
て
が
清
浄
で
、
蓮
華
が
泥
に
汚
さ
れ
な

い
の
と
同
じ
と
い
う
教
え
を
さ
と
し
、
衆
生
の
苦
し
み
を
解
き

放
つ
と
解
説
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け

る
世
界
認
識
に
つ
い
て
説
明
し
な
が
ら
、
優
れ
た
経
を
判
断
す

る
教
相
判
釈
を
行
う
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
に
お
い
て
も
、

天
台
宗
を
法
相
宗
よ
り
も
上
に
置
い
て
い
る
た
め
、
彼
自
身
の

立
場
は
天
台
宗
の
認
識
に
立
場
が
近
い
と
想
定
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』
第
九
で
は
、
顕
教
の

最
上
位
に
位
置
づ
け
た
華
厳
宗
が
解
説
さ
れ
る
。
そ
の
解
説
で
、

五
経
を
論
じ
な
が
ら
、『
般
若
心
経
』
と
『
大
乗
起
信
論
』
と

に
共
通
す
る
空
及
び
相
の
思
想
を
比
較
し
た
箇
所
を
次
に
挙
げ

る
。

　
　

�

第
二
に
、
す
な
は
ち
、
こ
の
縁
生
の
法
は
各
自
性
な
し
。

徹
底
唯
空
な
る
を
大
乗
始
教
と
名
づ
く
。
第
三
に
い
は
く
、

ま
た
徹
底
空
な
り
と
い
へ
ど
も
、
幻
法
の
宛
然
な
る
こ
と

を
礙
へ
ず
。
縁
生
と
仮
有
と
の
二
相
を
雙
べ
て
存
す
る
を

大
乗
終
教
と
名
づ
く
。

こ
こ
で
は
、
も
の
自
体
に
本
性
が
な
く
、
た
だ
空
だ
け
で
あ
る

と
い
う
思
想
を
、「
大
乗
始
経
」
と
名
づ
け
、
空
だ
け
で
あ
っ

て
も
条
件
に
よ
っ
て
生
起
す
る
相
と
仮
に
存
在
す
る
相
と
の
二

つ
の
相
が
認
め
ら
れ
る
思
想
を
「
大
乗
終
経
」
と
名
づ
け
て
区

別
し
て
い
る
。
初
期
の
大
乗
仏
教
の
経
典
で
あ
る
『
般
若
心
経
』

の
教
え
か
ら
、『
大
乗
起
信
論
』
な
ど
の
教
え
へ
と
思
想
が
変

遷
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
空
海
の
立
場
は
、

『
般
若
経
』『
般
若
心
経
』
の
空
観
よ
り
は
、
自
著
に
多
く
援
用

す
る
『
大
乗
起
信
論
』
の
教
え
に
近
い
立
場
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

次
に
、
密
教
経
典
か
ら
も
、
空
海
の
空
と
「
境
」
に
対
す
る
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認
識
を
考
え
て
ゆ
く
。
そ
の
密
教
経
典
と
し
て
、
真
言
宗
の
根

本
経
典
で
あ
る
『
大
日
経
』
及
び
『
金
剛
頂
経
』
を
取
り
上
げ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
経
典
で
は
仏
の
身
体
が
世
界
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
説
き
、
世
界
の
肯
定
へ
の
認
識
を
作
り
上
げ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
大
乗
起
信
論
』
と
先
の
密
教
経
典
に
は
、
成
立
年

代
に
隔
た
り
が
あ
り
、
広
く
普
及
し
た
真
諦
訳
『
大
乗
起
信
論
』

は
、
六
朝
の
梁
で
訳
出
さ
れ
、『
大
日
経
』『
金
剛
頂
経
』
は
盛

唐
時
代
に
訳
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
前
者
に
比
べ
、
後
者
は
当

時
の
新
し
い
仏
教
思
想
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う

に
両
者
の
思
想
に
お
い
て
、
空
観
・
世
界
観
が
時
代
と
共
に
大

き
く
変
化
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
両
者
の
「
空
」

と
「
世
界
」
と
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
、「
境
」
の
発
想
に
も
、

深
く
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
空
観
の
変
遷
に
つ
い
て
、
立
川
武
蔵
は
次
の
よ

う
に
指
摘
す
る（
７
）。

　
　

�

空
の
思
想
は
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
中
観
派
を

中
心
に
展
開
さ
れ
た
が
、
こ
の
空
の
思
想
は
し
だ
い
に
密

教
の
基
礎
的
な
理
論
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
七
世
紀
頃
の

成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
大
日
経
』
に
は
、
空
の
思
想

を
述
べ
る
く
だ
り
が
あ
ち
こ
ち
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

の
く
だ
り
の
う
ち
多
く
の
く
だ
り
が
、
少
な
く
と
も
月
称

ま
で
の
中
期
中
観
派
の
教
説
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。『
大
日
経
』
に
あ
っ
て
は
、
現
象
世
界
の
否
定

と
し
て
の
空
を
、
仏
教
の
基
本
的
立
場
と
し
て
受
け
継
ぐ

一
方
で
、
空
が
生
・
滅
を
超
絶
し
た
実
在
で
あ
る
、
と
す

る
立
場
も
多
く
の
箇
所
か
ら
読
み
と
れ
る
。

　

ま
た
、
空
海
が
密
教
経
典
か
ら
頌
と
句
を
取
り
上
げ
て
解
釈

し
、
現
世
で
の
成
仏
を
説
い
た
『
即
身
成
仏
義
』
で
は
、
世
界

が
空
で
あ
り
な
が
ら
も
、
本
来
は
清
浄
で
あ
る
こ
と
を
、『
金

剛
頂
経
』
が
引
か
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　

�

ま
た
、『
金
剛
頂
経
』
に
い
は
く
、「
諸
法
本
よ
り
不
生
な

り
。
自
性
言
説
を
離
れ
た
り
。
清
浄
に
し
て
垢く

染ぜ
ん

な
し
。

因
業
な
り
、
虚
空
に
等
し
」
と
。
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こ
こ
で
は
、『
金
剛
頂
経
』
系
経
典
の
『
三
摩
地
軌
』
を
引
用

し
て
、「
量
り
知
れ
な
い
様
々
な
も
の
は
生
起
し
な
い
本
性
は
、

通
常
の
言
葉
に
よ
っ
て
は
示
さ
れ
な
い
。
清
浄
で
汚
れ
が
な
く
、

原
因
・
条
件
に
よ
っ
て
成
立
し
、
虚
空
と
等
し
い
」
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
空
海
の
主
著
で
あ
る
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』

巻
十
で
は
、
世
界
と
大
日
如
来
（
毘
廬
遮
那
）
と
の
関
係
が
語

ら
れ
て
い
る
の
で
次
に
挙
げ
る
。

　
　

�

毘
廬
遮
那
仏
の
身
、
或
い
は
語
、
或
い
は
意
よ
り
生
ず
る

に
あ
ら
ず
。
一
切
処
に
起
滅
し
て
辺
際
不
可
得
な
り
。
し

か
も
毘
廬
遮
那
の
一
切
の
身
業
、
一
切
の
語
業
、
一
切
の

意
業
は
、
一
切
処
一
切
時
に
有
情
界
に
於
て
真
言
道
句
の

法
を
宣
説
し
た
ま
ふ
。

こ
こ
で
は
、
大
日
如
来
（
毘
廬
遮
那
）
の
身
体
、
言
葉
、
心
は

あ
ら
ゆ
る
所
で
生
ま
れ
消
え
る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
な
い

一
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
所
で
そ
れ
ら
が
教
え
と
な
っ
て
ゆ
き
わ
た

る
所
が
な
い
所
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

空
海
の
空
観
及
び
世
界
観
は
、
空
で
あ
り
な
が
ら
も
清
浄
で
仏

性
に
満
ち
て
い
る
こ
と
が
、
著
作
か
ら
理
解
で
き
る
。

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
空
海
が
用
い
る
「
境
」
の
表
現
の
背
景

に
は
、
彼
が
持
ち
帰
っ
た
『
詩
格
』
に
触
発
さ
れ
た
面
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
境
」
が
持
つ
意
味
合
い

は
、『
詩
格
』
よ
り
も
唯
識
説
に
近
い
立
場
で
あ
る
。
そ
の
意

味
合
い
が
、
嵯
峨
天
皇
と
異
な
る
の
は
、
般
若
経
典
に
よ
る
空

観
で
は
な
く
、
新
し
い
唯
識
説
や
密
教
思
想
に
裏
付
け
ら
れ
た
、

世
界
を
肯
定
す
る
認
識
に
起
因
し
て
い
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ

る
。

五
　
結
語

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
、
空
海
が
用
い
た
「
境
」

の
表
現
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
の
検
討
結

果
を
集
約
す
る
と
以
下
の
事
柄
を
指
摘
で
き
る
。
元
来
、
仏
教

の
唯
識
説
で
使
わ
れ
る
「
境
」
の
概
念
が
、
新
し
い
文
学
理
念

と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
、
王
昌
齢
ら
盛
唐
の
文
人
に
よ
っ
て
提

唱
さ
れ
た
。
そ
の
最
新
の
文
学
理
論
を
含
む
『
詩
格
』
を
留
学

― 32 ―



僧
の
空
海
は
将
来
し
て
嵯
峨
天
皇
に
献
上
し
、
ま
た
『
文
鏡
秘

府
論
』
に
も
引
用
し
て
紹
介
し
、
新
し
い
文
学
理
念
の
普
及
に

貢
献
し
た
。し
か
し
、彼
の「
沙
門
勝
道
歴
二
山
水
一
瑩
二
玄
珠
一
碑
。

幷
序
」
に
み
え
る
「
境
」
の
表
現
は
、『
詩
格
』
の
よ
う
な
用

法
と
も
異
な
り
、
般
若
経
典
な
ど
の
空
観
に
基
づ
く
嵯
峨
天
皇

の
用
法
と
も
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
差
異
の
由
来
と
し
て
、
両

者
の
「
境
」
に
対
す
る
認
識
の
差
異
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
空
海
の
「
境
」
に
対
す
る
認
識
の
背
景
に
は
、
密

教
の
『
大
乗
起
信
論
』
な
ど
の
唯
識
説
に
基
づ
く
、
自
性
清
浄

の
教
え
と
、『
大
日
経
』『
金
剛
頂
経
』
に
基
づ
く
世
界
が
仏
の

身
体
で
あ
る
と
い
う
聖
な
る
存
在
と
み
る
教
え
と
が
重
な
り
合
っ

て
、
彼
の
「
境
」
に
対
す
る
認
識
に
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
「
境
」
の
表
現
は
、
中
唐
に
な
る
と
、
白
居
易
ら
に
よ
っ
て
「
遇

境
」
と
い
う
表
現
で
使
わ
れ
、
そ
れ
を
受
容
し
た
菅
原
道
真
の

詩
文
に
も
そ
の
表
現
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
よ
っ
て
空
海

が
、
日
本
に
お
け
る
「
境
」
の
表
現
の
開
拓
者
と
し
て
果
た
し

た
役
割
は
大
き
い
。
彼
が
僧
門
と
し
て
新
し
い
仏
教
思
想
を
理

解
し
、
表
現
の
先
取
性
に
富
む
文
人
で
も
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

新
し
い
「
境
」
の
表
現
を
い
ち
は
や
く
摂
取
し
、
自
在
に
使
い

こ
な
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
境
」
の
表
現
は
、
仏
教
の
教
理
を
含
み
な
が
ら
新
し
い
文

学
表
現
と
し
て
、
文
人
達
の
世
界
認
識
の
枠
組
み
に
影
響
を
与

え
、
精
神
面
を
重
視
し
た
世
界
認
識
で
対
象
を
把
握
す
る
こ
と

を
可
能
に
し
た
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
か
ら
中
国
に
受
け
継
が
れ

た
最
新
の
仏
教
思
想
の
影
響
を
受
け
た
文
学
理
念
に
よ
っ
て
拓

か
れ
た
、
新
し
い
世
界
を
描
く
表
現
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

［
注
］

　

本
稿
で
用
い
た
作
品
の
本
文
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
書
き

下
し
文
は
私
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

『
秘
密
曼
荼
羅
十
往
心
論
』

弘
法
大
師
空
海
全
集
編
輯
委
員
会
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
一
巻
、

一
九
八
三
年
十
一
月
、
筑
摩
書
房

『
即
身
成
仏
義
』、『
般
若
心
経
秘
鍵
』

弘
法
大
師
空
海
全
集
編
輯
委
員
会
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
二
巻
、

一
九
八
三
年
十
二
月
、
筑
摩
書
房

『
文
境
秘
府
論
』

弘
法
大
師
空
海
全
集
編
輯
委
員
会
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
五
巻
、

一
九
八
六
年
九
月
、
筑
摩
書
房
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『
性
霊
集
』

弘
法
大
師
空
海
全
集
編
輯
委
員
会
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
』
第
六
巻
、

一
九
八
四
年
十
一
月
、
筑
摩
書
房

『
詩
格
』

張
伯
偉
『
全
唐
五
代
詩
格
校
考
』
一
九
九
六
年
七
月
、
陜
西
人
民
教
育
出
版

社『
詩
式
』

李
壮
鷹
『
詩
式
校
注
』
二
〇
〇
三
年
十
一
月
、
人
文
文
学
出
版
社

『
大
乗
起
信
論
』

古
賀
英
彦
『
訳
注　

大
乗
起
信
論
』
二
〇
〇
二
年
十
二
月
、
思
文
閣
出
版

『
経
国
集
』

小
島
憲
之
『
国
風
暗
国
時
代
の
文
学　

中
（
下
）
Ⅱ
―
―
弘
仁
・
天
長
期
の

文
学
を
中
心
と
し
て
―
―
』
一
九
八
六
年
十
二
月
、
塙
書
房

『
文
華
秀
麗
集
』

小
島
憲
之
校
注
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻　

文
華
秀
麗
集　

本
朝
文
枠
』

一
九
六
四
年
六
月
、
岩
波
書
店

（
1
）�

小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学　

中
（
下
）
Ⅰ　

―
―
弘
仁
・
天

長
期
の
文
学
を
中
心
と
し
て
―
―
』
一
九
八
五
年
五
月
、
塙
書
房
、（
第

三
篇　

弘
仁
・
天
長
期
の
文
学
、
第
四
章　

弘
仁
（
天
長
）
期
の
韻
文

（
二
）、
一　

凌
雲
集
よ
り
経
国
集
へ
、（
4
）
弘
仁
期
の
詩
（
二
）
―

―
僧
家
最
澄
を
め
ぐ
る
文
学
交
流
―
―
）

（
２
）�『
詩
格
』
に
お
け
る
「
心
」
と
「
象
」
と
の
結
び
つ
き
の
重
要
性
に
つ

い
て
、
興
膳
宏
は
、「
王
昌
齢
の
創
作
論
で
は
、「
意
」
と
「
景
」
の
融

合
し
あ
っ
た
境
地
が
特
に
強
調
さ
れ
る
傾
向
に
な
る
」
と
指
摘
す
る
（
興

膳
宏
「
王
昌
齢
の
創
作
論
」（『
中
国
の
文
学
理
論
』
一
九
八
八
年
九
月
、

筑
摩
書
房
））。

（
3
）�

先
行
す
る
文
学
理
論
と
『
詩
格
』
と
の
影
響
関
係
の
つ
な
が
り
に
つ
い

て
、
興
膳
宏
は
、「
王
昌
齢
の
創
作
論
は
、
全
体
と
し
て
い
え
ば
、『
文

心
雕
龍
』
の
体
系
的
で
整
然
た
る
立
論
と
は
、
全
く
異
質
の
も
の
と
い
っ

て
も
さ
し
つ
か
え
あ
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
と
思
考
作
用
の
問
題
に

限
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
陸
機
―
劉
勰
理
論
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、

自
ら
の
論
を
構
築
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
総
合
的
・
体
系
的
に

文
学
の
諸
問
題
を
論
じ
よ
う
と
し
た
劉
勰
と
、
創
作
者
と
し
て
の
実
践

的
な
立
場
か
ら
文
学
理
論
に
か
か
わ
っ
て
き
た
王
昌
齢
と
の
、
一
つ
の

接
点
を
こ
こ
に
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
（
興
膳
宏
「
王

昌
齢
の
創
作
論
」（『
中
国
の
文
学
理
論
』
一
九
八
八
年
九
月
、
筑
摩
書

房
））。

（
４
）�

唐
代
に
お
け
る
詩
文
の
創
作
論
と
仏
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
目
加

田
誠
は
「
唐
の
律
詩
の
形
も
定
ま
り
、
詩
が
試
験
に
用
い
ら
れ
る
関
係

も
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
作
詩
の
要
訣
・
法
式
を
示
し
た
も
の
が
あ
ら
わ

れ
て
、
之
を
「
詩
格
」
と
か
「
詩
式
」
と
か
い
っ
て
世
に
行
わ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
又
こ
の
中
、
僧
侶
の
手
に
な
っ
た
も
の
が
多
く
、
又
そ

の
名
を
仮
り
た
白
楽
天
と
か
賈
島
と
か
も
、
詩
人
と
し
て
高
名
で
あ
る

と
共
に
、
仏
教
の
方
に
も
関
係
深
い
人
で
、
こ
う
い
う
詩
論
を
僧
侶
が

好
ん
で
云
々
し
た
も
の
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。
晩
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
、

詩
と
禅
と
の
一
致
を
説
き
出
す
こ
と
な
ど
に
も
、
こ
れ
は
関
係
な
し
と

せ
ぬ
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
（
目
加
田
誠
「「
詩
格
」
及
び
「
詩
境
」

に
つ
い
て
」、『
中
国
の
文
芸
思
想
』
一
九
九
一
年
十
月
、
講
談
社
学
術

文
庫
（
初
出
は
、『
文
学
研
究
』
一
九
四
九
年
、
九
州
大
学
））。
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（
5
）�

華
士
奎
『
王
昌
齢
詩
歌
与
詩
学
研
究
』
二
〇
〇
八
年
十
月
、
江
西
人
民

出
版
社
、（
第
二
章　

王
昌
齢
両
体
裁
研
究
、
第
二
節
〝
五
古
名
家
〟、
二
、

王
昌
齢
五
古
的
佛
理
禅
意
、（
二
）　

王
昌
齢
五　

古
佛
理
詩
的
芸
術
特

質
）

（
6
）�『
詩
格
』
が
精
神
を
酷
使
す
る
創
作
論
に
批
判
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

興
膳
宏
は
、「
王
昌
齢
は
事
実
「
意
」
を
立
て
る
こ
と
に
苦
心
せ
よ
と

は
い
う
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
過
度
な
精
神
の
酷
使
を
避
け
て
、
心
を
の

び
や
か
に
開
放
し
、
詩
的
咸
興
の
訪
れ
に
備
え
る
よ
う
努
め
よ
と
い
う

こ
と
に
主
眼
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
指
摘
す
る
（
興
膳
宏
「
王
昌

齢
の
創
作
論
」（『
中
国
の
文
学
理
論
』一
九
八
八
年
九
月
、筑
摩
書
房
））。

（
７
）�

立
川
武
蔵
『
最
澄
と
空
海　

日
本
仏
教
思
想
の
誕
生
』
二
〇
一
六
年
五

月
、
角
川
文
庫
、（
Ⅲ　

世
界
の
聖
化
、
第
十
章　

空
海
と
密
教
の
世

界
観
）
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