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は
し
が
き

（凡
例
に
代

へ
て
）

０
　
聖
徳
太
子
の

『
勝
菫
経
義
疏
』
の
文
章
と

『
勝
肇
組
』
の
経
典
と
を
ど
う
い
ふ
順
序
に
記
載
す
る
か
は
、
太
子

『
勝
髪
経
義

疏
』
の
文
章
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
。
本
書
は
こ
の
鮎
を
特
に
配
慮
し
て
、
本
書

『
上
巷
』
に
於
て
、
次
の
順

序
に
編
成
し
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
‘

０

『
緩
典
』
の
要
旨
及
び
科
段
分
け
に
つ
い
て
の
太
子

『
義
疏
』
の
御
説
明

（現
代
語
詳

。
訓
讀
文
）

②
　
前
記
科
段
分
け
の
第

一
の
箇
所
に
つ
い
て
の
太
子
の
御
説
明

（以
下
、
第
二
、
第
二
と
つ
づ
き
ま
す
）

０
　
該
営
箇
所
の

『
経
典
』
本
文

（訓
鮎
文

。
訓
讀
文

。
現
代
語
詳
―
―
三
段
）

０
　
太
子
の
御
語
澤
―
―
『
組
典
』
文
中
の
語
旬
に
つ
い
て
の
太
子

『
義
疏
』
の
御
説
明

（現
代
語
詳

。
訓
讀
文
）

右
の
各
庭
に
私
ど
も
の

「
研
究
」
が
入
り
ま
す
。

こ
の

『
下
巷
』
も
原
則
的
に
右
の
順
序
を
踏
襲
し
ま
し
た
が
、
研
究
を
績
け
る
う
ち
に
、
０
の
御
語
澤
の
箇
所
の
相
営
部
分
が
０
、

②
の
要
旨
及
び
科
段
分
け
の
御
説
明
に
入
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
さ
う
し
ま
す
と
、
御
語
繹
の
箇
所
は
少
く
な
つ
て
、
『
義
疏
』

は
、
『
組
典
』
本
文
を
掲
げ
な
く
て
も
、　
そ
の
内
容
が
わ
か
る
や
う
な
澄
裁
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
、　
と
思
は
れ
る
ほ

ど
に
な
り
ま
し
た
。

は
し
が
き
　
　
　
１



『
上
巻
』
と

『
下
巷
』
と
の
間
で
多
少
配
列
の
上
の
相
違
を
生
じ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

０
　
衣
に
、
『
下
巷
』
に
於
て
は
、
『
義
疏
』
に
お
け
る
各
章
の
章
全
證
の
要
旨
及
び
科
段
分
け
の
現
代
語
詳
の
末
尾
に
、
『義
疏
』

に
擦
る

「
科
段
分
け
表
」
を
作
成
し
て
掲
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
各
章
の
全
鐙
を
通
観
す
る
上
で
便
利
で
す
し
、
次
の

御
説
明
の
折
に
、
各
章
の
中
の
ど
の
箇
所
に
つ
い
て
御
説
明
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
か
を
知
る
上
で
、
か
な
り
役
に
立
ち
ま
す
。

科
段
分
け
の
順
序
は
次
の
通
り
の
記
琥
で
あ
ら
は
し
ま
し
た
。

各
章
の
中
を
大
別
し
た
科
段
分
け
は

一
、
で
表
示
し
、
そ
の
夫
の
科
段
分
け
は
い
、
そ
の
次
は
日
、
そ
の
次
は
１
、
そ
の
夫
は
０
、

そ
の
次
は
①
、
そ
の
次
は
□
、
と
い
ふ
表
示
に
し
ま
し
た
。
次
の
通
り
で
す
。

一
１

０
１
日

１

１
１

①
ｌ

①

ｌ

□

『
下
巷
』
の
目
次
に
も
右
の
記
琥
の

「
一
１
０
１
日
」
ま
で
を
付
け
ま
し
た
し
、
最
初
の

「
¨
乗
章
の
要
旨
並
び
に
科
段
分
け
」

（現
代
語
詳
）
の
経
り
に
、
「科
段
分
け
表
」
が
表
示
し
て
あ
り
ま
す
か
ら

（
一
四
２

一
八
頁
）、
そ
れ
を
御
覧
い
た
だ
け
れ
ば
お
わ

か
り
に
な
り
ま
せ
う
。

こ
れ
も
、
『
上
巷
』
を
何
回
も
校
正
し
て
ゐ
る
う
ち
に
氣
づ
き
ま
し
た
の
で
、
新
ら
し
く

『
下
巷
』
で
探
つ
た
證
裁
で
あ
り
ま
す
。

搭
末
、
『
上
巻
』
の
再
版
が
出
来
る
や
う
な
際
に
は
、
少
く
と
も
こ
の
記
琥
を
付
け
る
こ
と
だ
け
は
、
追
補
し
た
い
と
考

へ
て
を

り
ま
す
。
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い
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澤
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〔研
究
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「
本
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」
の
読
の
御
引
用
に
つ
い
て
、
他

一
項

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・老

二
種
の
煩
悩
を
撃
げ
て
、
二
死
兼
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
の
意
を
繹
す
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
全

〔研
究
〕

「
敷
色
反
」
の
訓
み
方
に
つ
い
て

‥
…
…
…
…
…
…
…
。…
…
…
…
…
…
…
・…
…
…
…
…
…
・…
…
…
。空

前
の
四
段
を
歴
結
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一９

〔
研
究
〕

「
且
く
已
に
結
し
て
更
に
繹
せ
ば
澤
と
結
と
則
ち
無
窮
な
り
只
太
子

『義
疏
し
に
つ
い
て
、
他

一
項

一
あ

〔研
究
〕
「暴
服
』
の
語
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
ｏ

〔研
究
〕

「
本
義
」
と

『敦
煙
本
』
と
の
封
照
、
及
び

「
本
義
」
の
読
に
封
す
る
太
子
の
御
読
に
つ
い
て
…
…
三
七

回 国 □国



O t―l ｀五 四 三 二

困
　
一
乗
に
入
る
を
結
す

一五
四

一一（一

礼
獣
〓
副
を
明
す

別
證
は
究
党
に
非
ざ
る
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
圭
貧

今
日
の

一
證
の
最
極
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。〓
一

〔研
究
〕

経
典

「
是
二
婦
依
非
此
二
婦
依
是
婦
依
如
来
」
の
解
繹
と
訓
讀
に
つ
い
て

・…
…
…
…
…
…
…
…
上
共

〔研
究
〕

〓
一費
婦
依
に
開
す
る
太
子
の
御
思
想
に
つ
い
て

・…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
上
△
一

第
六
　
燎
競
彗
認
軋
ぅ

乗
の
境
の
大
意
拉
び
に
科
段
分
け

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一金

無
邊
聖
諦
章
の
科
段
分
け

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・一き

無
邊
聖
諦
章
の

「
科
段
分
け
表
」

一九
一

し
よ
と
く
　
　
ぅ
　
さ
　
　
　
し
　
た
い

一
、
二
乗
の
所
得
は
有
作
の
四
諦
な
り

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・五
一

上

上

智
は
二
乗
の
分
に
非
ず

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・〓
ニ

第

一
霧
智
は
二
乗
の
分
に
非
ず

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一空

聖
の
義
は
二
乗
の
分
に
非
ず

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一人

諦
は
二
乗
の
分
に
非
ず

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一究



一

一
、

一
一
一
、
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諦
は
二
乗
の
分
に
非
ざ
る
を
明
す

如
末
の
諦
な
る
こ
と
を
明
す



EI
c0 (e cf F) H,) 0-n (a

五

、

一

二
種
の
生
死
と
涅
槃
と
を
學
げ
て
繹
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
土
〓

無
作

。
無
量
の
聖
諦
を
樺
會
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１
…
…
…
…
…
…
…
…
二
δ

無
作

。
無
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
繹
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
δ

〔
研
究
〕

「
仰
信
」
と
い
ふ
お
言
葉
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
二

絶
じ
て
二
種
の
聖
諦
を
結
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
西

〔
研
究
〕

太
子

『
義
疏
』
と

『
敦
慢
本
』
と
に
お
け
る
科
段
の
分
け
方
の
相
違
に
つ
い
て

‥
…
…
…
…
…
…
二
六

八
聖
諦
は
佛
の
み
究
寛
す
る
こ
と
を
結
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
三

佛
の
み
究
寛
す
る
を
明
す

。
一

一
一
一
一
一
一
一

二
乗
の
非
究
党
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
量

二
乗
の
非
究
寛
を
澤
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
二
量

佛
の
み
究
寛
す
る
を
澤
す

‥
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‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
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…
…
…
…
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二
量

〔研
究
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「
八
諦
の
名
と
證
と
既
に
党
り
ぬ
。
宜
し
く
此
の
理
を
窮
む
る
者
を
明
す
べ
し
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η
義
疏
し

の
お
言
葉
に
つ
い
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、
他

一
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
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三
七
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の
灘
話
を
継
醜
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‥
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１
…
…
…
…
…
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…
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…
…
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‥
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…
…
…
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ｏ

〔研
究
〕

「
非
メ
壊
′法
…
竜

と^
は
謂
は
く
煩
悩
を
断
ず
る
な
り
。
煩
悩
滅
す
る
を
以
て
員
の
滅
と

篤
す
に
非
ざ
る
を
明
す
」
η
義
疏
し

に
つ
い
て
、
他

一
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
茜
三



第
八
　
灘
射
軋
ぅ

法
身
章
の
末
意
並
び
に
科
段
分
け

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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。舌
五

法
身
章
の

「
科
段
分
け
表
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…
…
…
…
…
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茜
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一
、
如
末
蔵
と
法
身
と
は

一
饉
な
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と
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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を
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
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・茜
八

三
、
如
末
蔵
は
二
乗
の
境
界
に
非
ざ
る
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・茜
九

〔
研
究
〕

太
子

『
義
疏
』
に
於
て

「
法
身
章
」
と
い
ふ
章
を
立
て
た
こ
と
に
つ
い
て

―
―
『
敦
煙
本
』
と
の
比
較
―
―
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
丑

一

第
九
　
場
霧
駐
贅
朝

室
義
隠
覆
章
の
爽
意
競
び
に
科
段
分
け

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。三
二

空
義
隠
覆
章
の

「
科
段
分
け
表
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
量
七

一
、
智
は
常
に
有
な
る
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・量
七

二
、
時
に
非
ざ
る
が
故
に
用
ひ
ざ
る
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一一元

０
　
愚
を
畢
げ
二
乗
を
抑
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一六
〇

０
　
結
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
圭
全



ｏ
　
佛
の
み
證
を
得
た
ま
ふ
を
明
す

い
つ
た
い
し
よ
う

第
十

　

一
諦
章

四
章
を
學
げ
て
別
に
境
界
を
明
す

一
諦
章
の
大
意
並
び
に
科
段
分
け

一
諦
章
の

「
科
段
分
け
表
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一一一ε

一、
継
醜
ぃ
て
式
の
灘
講
を
畷
と
評
す
‥…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇

い
　
雨
章
門
を
立
つ

。…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一一父

〔研
究
〕

「
断
無
」
と
い
ふ
お
言
葉
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一一七
〇

０
　
二
章
門
を
澤
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一≡

二
、　
一
の
滅
諦
の
甚
深
な
る
こ
と
を
歎
ず

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一一七
四

０００

一一一、い

。二
六
四

・二
六
五

凡
夫

。
二
乗
の
望
む
所
に
非
ず
と
明
す

・二
七
五

見
ざ
る
に
不
同
あ
る
を
料
閲
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・一二
（

廣
く
繹
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。毛
七

一
の
滅
諦
を
信
ぜ
よ
と
勘
む

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一一人
四

佛
語
に
従
ふ
は
正
見
篤
る
こ
と
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一一全



正
見
を
澤
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。夭
五

信
ぜ
よ
と
勤
む
る
こ
と
を
結
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。夭
六

第
十

一
　

一
依
章

一
依
章
の
来
意
競
び
に
科
段
分
け

‥
…
…
…
…
…
…
・…
…
…
…
…
…
・…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一《

一
依
章
の

「科
段
分
け
表
」
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一兌

一
、
二
乗
の
智
は
其
の
境
界
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。夭
九

二
、
二
乗
の
智
は
其
の
境
界
に
非
ざ
る
こ
と
を
澤
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・元
一

三
、
昔
の
依
を
非
と
篤
す
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一墓
一

四
、
今
日
の

一
依
を
依
の
極
と
篤
す
こ
と
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。元
三

第
十
二
　
驚
剛
民
筆
軋
ぅ

顛
倒
員
賞
章
の
末
意
並
び
に
科
段
分
け

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・元
五

顛
倒
員
賞
章
の

「
科
段
分
け
表
」
…
…
・…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一夫

一
、
生
死
は
如
末
蔵
に
依
る
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・…
…
…
二

一夫

二
、
理
に
藉
り
て
読
く
を
名
づ
け
て
善
説
と
篤
す
と
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。こ
ｏ

0 0



三
、
生
死
は
能
く
如
来
蔵
を
蔵
す
る
を
明
す

五  四 ` ｀ 00
八  七

001-l

生
死
の
義
を
澤
す

正
し
く
蔵
す
る
を
明
す

‥
…
…
…

生
死
と
如
末
蔵
と
は
異
な
る
を
明
す

生
死
は
如
末
蔵
に
依
る
こ
と
を
結
す

染
と
不
染
と
は
定
め
難
し

世
の
近
事
の
定
め
難
き
を
拳
げ
て
遠
理
に
況
す

一一一一〇
一一一一一一

一一一一一一

・

一
一
一

一

一
一
一

喜
二
五

〓〓
六

六
、
衆
生
は
如
末
蔵
に
依
り
て
建
立
す
る
を
得
る
こ
と
を
明
す

如
爽
蔵
は
三
世
の
法
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
す

如
末
蔵
は
横
計
に
異
な
る
こ
と
を
明
す

第
十
三
　
自
性
清

浄

章

自
性
清
浄
章
の
末
意
遊
び
に
科
段
分
け

自
性
清
浄
章
の

「
科
段
分
け
表
」

み
づ
か

一
、
勝
肇
自
ら
説
く

五
種
の
蔵
を
會
す

魯 魯 壷壷曼 員 曇 曇



O C―l ｀
員
子
章
の
末
意
競
び
に
科
段
分
け

第
十
四
　
員
子
章

三
、
正
し
く
説
く

員
子
章
の

「
科
段
分
け
表
号

一
、
勝
重
説
か
ん
こ
と
を
請
ふ

二
、
如
末
読
く
べ
し
と
命
じ
た
ま
ふ

O C― l

み
よ
う

①
　
明
を
佛
に
推
す

如
爽
の
述

じ雌

染

・
不
染
の
定
む
可
き
こ
と
難
き
を
述
ぶ

定
め
難
き
理
を
信
ず
る
人
を
出
す

〔
研
究
〕

「
上
ｉ
勝
重
既
誓
尻
難
を
卜
定
メ０
此
彙
如
末
亦
言
降
玉
フ難
降
卜定
メ０
印
チ篤
発
信
フ無
”
擦
ル０

所
以
二撃
ノ
テ能
信
ノ人
一勘
ユ信
ソ莫
”
卜疑
フ也
」
η
義
疏
し

の
お
言
葉
に
つ
い
て
、
他

一
項
…
…
…
…
…
三
二

し
ん
じ
し
よ
う

組
じ
て
三
種
の
人
を
唱
ふ

別
し
て
三
種
の
人
を
列
す

〔
研
究
〕

「
明
を
佛
に
推
す
」
に
つ
い
て

些
二
九

・二一
一〇

一一一一一一一一

一一
一四

一≡
天

‥
。三
四
〇

三
四
〇

・・三
四
一

四四  四



流
通
読

流
通
読
の
科
段
分
け

流
通
読
の

「
科
段
分
け
表
」

一
、
如
末
、
舎
衛
國
に
還
り
た
ま
ふ
こ
と
を
明
す

００

一
一、

ち
よ
う
ぶ
く

悪
人
を
調
伏
す
る
を
明
す

ω 00

亘 酉 酉 酉

読
き
寛
り
て
敬
を
致
す
こ
と
を
明
す

じ
ゆ
つ
た
ん

佛
の
述
歎
を
明
す

〔研
究
〕

「
御

剰
′
人
」
と
い
ふ
お
言
葉
に
つ
い
て
、
他
二
項

001-l

直
ち
に
還
る
こ
と
を
唱
ふ

ほ
う
そ
う

奉
途
を
明
す

正
し
く
流
通
を
明
す

し
ゆ

先
づ
衆
を
集
む
る
こ
と
を
明
す

廣
く
此
の
経
を
読
く

天
上
に
流
通
す

13曇
量量量童童豊豊圭



の
　
人
間
に
流
通
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。量
六

三
、
十
六
の
名
を
列
ね
て
題
目
を
結
成
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・三
九

ｏ
　
帝
澤
、
経
の
名
を
請
ふ
を
明
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
圭
元

ｏ
　
如
末
、
組
の
功
徳
を
歎
ず

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
圭
元

０
　
読
く
こ
と
を
許
し
、
聴
く
こ
と
を
戒
む

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。一一一元

∞
　
旨
を
奉
ず

‥
…
…
…
…
…
…
…
・…
…
…
…
…
…
…
…
・…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
一尭

⑤
　
正
し
く
十
六
の
名
を
列
ね
て
題
目
を
結
成
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・三
九

”
　
重
ね
て
流
通
せ
よ
と
馴
む
‥…
…
…
…
…
…
…
・…
…
…
・…
…
…
…
…
・…
…
・…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
。…
…
…
・・異
ｏ

ｏ
　
旨
を
奉
じ
て
受
行
す

‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
６

あ
と
が
き

（夜
久
正
雄
記
）



第
五
　
　
一　
乗

章

〔
研
究
〕

〇
　
一
乗
章
の
概
説
と
太
子

『
義
疏
』
の
御
説
に
つ
い
て

一
乗
章
は

「
乗
の
證
」
即
ち
、
佛
の
教

へ
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
五
章
の
う
ち
の
最
後
の
章
で
あ
り
、
太
子

『
勝
重
経
義

疏
』
の
中
、
約
二
〇
％
の
分
量
を
占
め
、
経
典
の
題
名
に
も
な
つ
て
ゐ
る
最
も
中
心
を
な
す
箇
所
で
あ
り
ま
す
。
太
子
は
、

勝

髪

夫
人
を
七
地
の
菩
薩
と
さ
れ
、
そ
の

「
分
」
を
超
え
る
八
地
以
上
の
菩
薩
行
を

「
他
分
行
」
と
さ
れ
ま
す
が
、
　
一
乗

章
は
、
前
の
第
四
章
の
撮

受

正

河
章
と
同
じ
く

「
他
分
行
」
で
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
。

一
乗
章
に
つ
い
て
太
子
は
、

「
正
し
く
皆

一
乗
に
入
る
こ
と
を
明
す
」
箇
所
と

「
一
獣
の
三
賓

（佛
費

・
法
費

・
曾
賓
）
を

明
す
」
箇
所
と
の
二
つ
に
大
別
さ
れ
、
ヨ

證
の
三
賓
」
は

一
乗
の

「
果
」
で
あ
り
、　
一
乗
は

「
一
證
の
三
賓
」
の

「
囚
」
で

あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

は
じ
め
の

「
正
し
く
皆

一
乗
に
入
る
」
に
つ
い
て
は
、
更
に
三
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
第

一
に
、
撮
受
正
法
と
五
乗

（人

乗

・
天
乗

・
聾
聞
乗

・
縁
覺
乗

・
主
」町
私
）
と
を

「
絶
じ
て
」
（総
括
し
て
）

一
乗
に
収
め
と
り
、
第
二
に
、
二
乗

（馨
聞
乗

・
縁

正
読
　
第
五

・
一
乗
章
　
　
　
一



二

覺
乗
）
の

「
因
」
を

「
別
に
」
（特
別
に
）
に

一
乗
に
収

め
と
り
、
第
三
に
、
二
乗
の

「
果
」
を

「
別
に
」
牧
め
と
る
、
と
の

三
つ
で
あ
り
ま
す
。

第

一
の

「
総
じ
て
」
収
め
と
る
に
つ
い
て
、　
太
子
は
、

「
人
天
乗
は
未
だ
特
別
に
求
め
る
こ
と
が
な
く
、
大
乗
小
乗
の
名

稗
も
定
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
絶
じ
て
牧
め
と
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
。
七
地
以
下
の
菩
薩
乗
は
も
と
も
と
大
乗
を
求
め
て
ゐ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
絶
じ
て
牧
め
と
る
だ
け
で
よ
い
。
但
し
二
乗
は
、
さ
と
り
を
得
た
聖
者
と
し
て
衆
生
か
ら
奪
信
さ

れ
、
し
か
も
、
そ
の
さ
と
り
は

一
乗
以
外
の
教

へ
に
よ
つ
て
得
た
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
、
絶
じ
て
攻
め
と

つ
た
上
に
、
更
に

重
ね
て
別
に
牧
め
と
る
の
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
従
つ
て
二
乗
の

「
因
」
と

「
果
」
、
特
に

「
果
」
を
収
め
と

る
に
つ
い
て
は
、
ま
こ
と
に
丁
寧
に
、
こ
と
細
か
に
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。

第
二
に
、
二
乗
の

「
因
」
を

一
乗
に
牧
め
と

る
の
で
す
が
、

こ
れ
は
小
乗

に
帰
依

し
て
ゐ
た
昔
に
読
か
れ
た

「
六
虎
」

（法
の
興
と
衰
、
善
を
得
る
戒
と
悪
を
離
れ
る
戒
、
鴨
家
と
受
具
足
戒
）
を
と
り
拳
げ
て

一
乗
に
収
め
と
り
ま
す
。

第
三
に
、
二
乗
の

「
果
」
を

一
乗
に
牧
め
と
り
ま
す
が
、
こ
れ
が

「
正
し
く
皆

一
乗
に
入
る
」
説
明
の
中
心
で
、
こ
の
中

は
六
つ
に
分
け
て
を
ら
れ
ま
す
。
第

一
に
、
二
乗
が
得
た
四
智
と
さ
と
り
の
境
地
と
を
、
究
極
の
も
の
と
は
認
め
な
い
で
、

勝
重
夫
人
は

「
奪
ひ
と
り
」
ま
す

（究
極
の
も
の
と
認
め
な
い
）
。
第
二
に
、
「
興
」
（昔
、
佛
が
究
極
だ
と
認
め
た
）
と

「
奪
」
（今

日
、
勝
重
は
究
極
の
も
の
と
は
認
め
な
い
）
と
の
意
味
を
繹
き
明
し
ま
す
。
昔
、
佛
が
究
極
だ
と
認
め
た
の
は
、
方
便
で
あ

つ
た

こ
と
を
澤
き
明
す
の
で
す
。
第
二
に
、
二
種
生
死
、
印
ち

「
分
段
生
死
」
釜
一界
に
お
け
る
凡
夫
の
生
死
）
と

「
愛
易
生
死
」
３
一



界
の
外
に
お
け
る
聖
者
の
生
死
）と
を
取
り
拳
げ
て
、
二
乗
は

「
分
段
生
死
」
を
除
い
た
に
す
ぎ
ず
、
「
憂
易
生
死
」
を
超
え
な
け

れ
ば
員
の
究
極
で
は
な

い
こ
と
を
澤
き
明
し
ま
す
。
第
四
に
、
二
種
の
煩
悩
、
印
ち

「
四
住
地
の
煩
悩
」
３
一界
に
お
け
る
見

惑

・
思
惑
の
煩
僣
）
と

「
無
明
佳
地
の
煩
悩
」
貧

切
の
煩
悩
が
生
ず
る
根
本
煩
悩
）
と
を
取
り
撃
げ

て
、
二
乗
は

「
四
住
地
の
煩

悩
」
を
断
じ
た
に
す
ぎ
ず
、
「
無
明
住
地
の
煩
悩
」
を
断
じ
切
ら
ね
ば
員
の
究
極
で
は
な
い
こ
と
を
繹
き
明
し
ま
す
。
第
五

に
、
以
上
の
四
段
を

一
段

一
段
ご
と
に
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

佛
が
昔
究
極
だ
と
認
め
た
の
は
方
便
で
あ

つ
た
と
し
て
、
勝
重
は

「
奪
ひ
と
る
」
の
で
す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
太
子
は
、

二
乗
が

「
無
馬

凝

念

（何
も
篤
さ
ず
、
心
も
働
か
せ
な
い
）
な
る
が
故
に
蘇
息
虎

（灰
身
滅
智
）
と
篤
す
」
と
解
説
さ
れ
て
、
個

人
的
な
さ
と
り
の
境
地
に
安
住
停
滞
す
る
こ
と
を
批
剣
さ
れ
る
の
で
す
。
三
界
に
お
け
る

「
分
段
生
死
」
を
超
え
た
だ
け
で

は
究
極
で
は
な
い
、
三
界
の
外
の
世
界
の

「
憂
易

生

死
」
を
超
え
て
こ
そ
究
極
だ
と
さ
れ
ま
す
。
三
界
の

「
四

住

地
」
の

煩
悩
と
三
界
の
外
の

「
無

明

住

地
」
の
煩
悩
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。

第
六
に
、
ヨ

乗
に
入
る
」
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
コ
一乗
は
自
ら
未
究
寛
を
知
る
」
と
太
子
は
御
解
説
に
な
り

ま
す
。
印
ち

「
自
ら
の
至
ら
ざ
る
こ
と
を
自
覺
す
る
」
こ
と
に
よ
つ
て
、　
一
乗
に
収
め
と
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
理

由
は
、
究
極
の
教

へ
に
つ
い
て
論
ず
る
と
、
究
極
の
理
と
し
て
は
三
乗
の
匡
別
は
無
く
、
み
な

一
乗
に
収
め
と
ら
れ
る
、
と

さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
で
、
は
じ
め
に
二
つ
に
大
別
し
た
第

一
の

「
正
し
く
皆

一
乗
に
入
る
」
の
説
明
を
修
り
、

第
二
に
、　
そ
れ
を

「
因
」

正
説
　
第
五
・
一
乗
章
　
　
　
一二



四

と
し
て
、
「
果
」
で
あ
る

「
一
證
の
三
費
」
の
説
明
に
入
り
ま
す
。　
こ
こ
で
も
佛
が
昔
、

佛

。
法

・
曾
の
三
賓
は
別
々
の
も

の
で
あ
る
と
読
い
た

「
別
證
の
三
費
」
の
教

へ
は
方
便
で
あ

つ
て
、

ヨ

證
の
三
費
」
こ
そ
帰
依
の
究
極
で
あ
る
と
読
か
れ

ま
す
。
ヨ

誰
の
三
賓
」
と
は
、
常
住
の
法
身
を

「
佛
費
」
と
し
、
法
身
は
衆
生
の
軌
範

。
法
則
と
な
る
の
で

「
法
費
」
と
な

り
、
ま
た
法
身
は
人
生
の
道
理
と
調
和
融
合
す
る
の
で

「
信
賓
」
と
な
る
、
と
太
子
は
解
説
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

こ
の

「
一
證
の
三
賓
」
の
説
明
に
お
い
て
、
太
子
は

「
本
義
」
の
読
を
批
剣
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
す
な
は
ち
、
「
本
義
」
は

「
此
の

（組
典
の
）
二
句
は
偏
に

一
證
の
佛
費
の
最
勝
を
明
す
」
と
し
て
ゐ
ま
す
が
、
太
子
は

「
然
れ
ば
則
ち
別
證

（
の
佛

賓
）
も
亦
可
な
り
、

而
る
を

一
證

（
の
佛
費
）
の
み
何
ぞ
別
に
最
勝
と
せ
ん
」
と
批
剣
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

印
ち

「
本
義
」

は

「
一
證
三
費
」
と
い
ふ

「
帰
依
の
究
極
」
を
最
勝
と
し
、
現
賞
具
證
の

「
別
證
三
賓
」
を
劣
る
も
の
と
し
て
ゐ
ま
す
。
し

か
し
太
子
は
、
ヨ

證
」
と

「
別
證
」
と
は
用
ふ
べ
き
場
が
異
な

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
優
劣
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き

し
ゅ

，
げ
だ
ん
わ
く

な
い
と
さ
れ
、

「若
し
婦
依
を
排
ぜ
ば
、　
其
の
習
解
断
惑

（善
を
修
し
煩
悩
を
断
ず
る
）
の
篤
に
は
別
腱
を
先
と
す
べ
し
。
但

旨
婦

（佛
に
帰
依
す
る
道
）
に
迷
は
ざ
る
に
は
必
ず

一
證
を
要
と
篤
す
」
と
仰
せ
ら
れ
ま
す
。
方
便
と
賓
読
と
に
つ
い
て
雨
者

に
優
劣
を
お
つ
け
に
な
ら
な
い
の
は
、
太
子
獨
自
の
、
し
か
も
基
本
的
な
御
見
解
で
あ
り
ま
し
て
、
歎
佛
員
賓
功
徳
章
に
お

い
て
は
、
方
便
智
と
賞
智
と
に
つ
い
て
同
様
に
優
劣
を
お
つ
け
に
な
ら
な
い
お
考

へ
を
示
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

一
乗
章
と
い
ふ
究
極
の
宗
教
的
原
理
を
説
く
こ
の
章
で
も
、
太
子
は
、
宗
教
的
原
理
と
並
べ
て
現
賓
具
謹
の
方
便
を
も
同

じ
く
重
硯
さ
れ
た
、
と
い
ふ
こ
と
は
、
人
間
の
現
賞
生
活
に
お
け
る
求
道
精
進
に
主
眼
を
お
い
て
佛
教
思
想
を
批
剣
撮
取
さ



れ
た
が
故
、
と
葬
す
る
の
で
あ
り
ま
す

。

（松
吉
基
順

・
夜
久
正
雄
）

〔
一
乗
章
の
要
旨
並
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
諄
）

鷹
雌

競
に
ぎ
げ
た
ま
は
く
。
湖
ぢ

銀
武
に
…
…
を
譜
く
べ
し
か
ら
以
下
は
、
ぼ
鏡
征
プ
説
明
す
る
中
、
（第

一
の
雛
ａ
一
盤
ぅ蒲

載
ぽ

つ
づ
い
て
）、
第
二
の

一
乗
章
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
章
は
、
能
生
の
撮

受

（五
乗
の
善
を
生
み
出
す
撮
受
正
法
の
は
た
ら
き
）
と
所
生
の

五
乗

（生
み
出
さ
れ
た
五
乗
―
人
乗

。
天
乗

・
聾

聞
乗
・
縁
覺
乗

・
菩
薩
乗
―
の
善
）
と
を
、
絶
括
し
て

一
乗
に
入
れ
る
こ
と
を
説
明
し
て

ゐ
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
先
づ
初
め
に
大
き
く
分
け
て
二
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
正
し
く
皆
収
め
と

つ
て

一
乗
に
入
れ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、　
一
獣
の
三
費

（佛
費

・
法
費

・
曾
賓
）
を
説
明
し
ま
す
。

一
乗
は
、　
一
腔
の
三
費
の
因
で
あ
り
、　
一
證
の
三
費
は
、　
一
乗
の
果
で
あ
り
ま
す
。
果
が

一
證
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
を
以
て
、
（そ

の

一
澄
と
い
ふ
果
を
も
た
ら
し
た
）
因
が

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
う
と
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
第
二
に

一
造
の
三
費
を
撃
げ

て
、
果
が
既
に

一
證
で
あ
る
と
説
明
す
れ
ば
、
そ
の
因
も
ま
た

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
小
乗
に
帰
依
し
て
ゐ
た
昔
日
の
梯
橙
の
三
費
Ｔ
）の
教

へ
と
、
五
乗

（
の
因
と
果
）
と
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
で
あ
る
と
の
教

へ

は
、
同
じ
く
方
便

（導
く
た
め
の
手
だ
て
）
の
説
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
佛
の
賞
説

（究
極
の
説
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
は
、
既
に
五

乗
を

一
つ
に
會
し
て

一
乗
に
入
れ
、
み
な
同
じ
く
常
住
不
憂
の

（
一
證
の
三
賓
と
い
ふ
）

一
つ
の
果
に
到
る
因
と
し
ま
す
。
そ
れ
故

正
読
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
五



六

に
、
昔
日
の
梯
橙
の
三
費
の
教

へ
は
、
究
寛

（究
極
絶
封
）
の
教

へ
で
は
な
く
、
た
だ
今
日
読
く
常
住
不
憂
の

一
謹
の
三
資
を
帰
依
の

至
極
と
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

さ
て
、
２

乗
の
）
「
一
」
と
は
、
コ
一で
は
な
い
″
と
の
表
現
で
あ
り
ま
す
。
２

乗
の
）
「
乗
」
と
は
、
″
も
の
を
乗
せ
て
運
び
出

す
″
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
。
　

こ
の

「
一
」
の
解
繹
に
つ
い
て
、
経
典
の
研
究
家
は
種

々
の
解
澤
を
し
て
ゐ
て
同
じ
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

第

一
に
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―

（
一
乗
の
）
「
一
」
と
は
、
″
何

々
乗
″
と
い
ふ
名
を
つ
け
る
べ
き
も
の
で
は
無
い
。
た

だ
三
乗

（肇
聞
乗

・
縁
覺
乗
・
菩
薩
乗
）を
否
定
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
こ
と
さ
ら
に

「
一
」
と
云
つ
て
ゐ
る
、
―
―
と
。

第
二
に
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―

（
一
乗
の
）
「
一
」
と
は
、
果
が
正
し
く

一
つ
で
あ
る
と
い
ふ
意
味
で
、
「
乗
」
は
因
を

示
す
名
稽
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、
因
の
中
の
善
の
種
類
は
、
ま
た
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
最
後
に
は
必
ず

一
つ
の
果
に
帰
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
果
の
意
味
は

一
つ
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
そ
の
因
に
封
し
て
も
名
づ
け
て
、
こ
れ
を

「
一
」
で
あ
る
と
謂
ふ

の
で
あ
る
。
―
―
と
。

第
三
に
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―

（
一
乗
の
）
ヨ

」
と

「
乗
」
と
は
、
み
な
因
の
名
稗
で
あ
る
。
因
の
中
の
善
の
種
類
は
、

ま
た
い
ろ
い
ろ
あ

つ
て
同
じ
で
は
な
い
が
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
善
は
す
べ
て
唯

一
の
佛
果
に
流
れ
趣
く
意
味
が

一
つ
で
あ
る
か

ら
、
「
一
」
と
云
ふ
、
―
―
と
。

第

一
の
解
澤
は
好
い
こ
と
は
好
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　

但
し
疑
間
に
思
は
れ
る
の
は
、
諸
佛
の
を
ら
れ
る
十
方
の
浄
土
に
も
し
三
乗



と
い
ふ
別
が
無
い
な
ら
ば
、
３
一乗
を
撮
め
取
る
た
め
に
）

一
乗
の
佛
道
を
説
く
必
要
も
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
十
方

の
浄
上
で
は
、
み
な

一
乗
の
佛
道
を
読
い
て
ゐ
ま
す
。
も
し
さ
う
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
た
だ
三
乗
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
、

「
一
」
で
あ
る
、
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
ま
せ
う
か
。
　

但
し
、　
第
二
と
第
三
と
の
解
繹
は
、　
み
な
用
ひ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　

し

か
し
な
が
ら
、
今
、
経
典
の
研
究
家
の
多
く
は
、
″
因
が

一
で
あ
る
″
と
い
ふ
読
に
よ
つ
て
解
澤
を
し
て
ゐ
ま
す
。

も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
す
く

さ
て
、
「
大
乗
」
と

「
小

じ
鶏
」
と
の
匡
別
を
述
べ
れ
ば
、
自
分
だ
け
が
救
は
れ
よ
う
と
求
め
な
い
で
物

（衆
生
）
を
済
ふ
の
を
先

に
し
て
、
衆
生
と
共
々
等
し
く
佛
の
救
ひ
に
あ
づ
か
る
の
を
稽

へ
て

「
大
乗
」
と
い
ひ
、
衆
生
を
教
化
す
る
の
を
煩
は
し
い
こ
と
と

し
、
た
だ
自
分
だ
け
が
救
は
れ
る
こ
と
を
求
め
て
、
現
寅
世
間
を
離
れ
て
、
煩
悩
を
滅
し
蓋
し
た
理
想
の
境
地
を
善
い
と
す
る
の
を
、

名
づ
け
て

「
小
乗
」
と
い
ひ
ま
す
。

「
大
乗
」
と

「
一
乗
」
と
は
、
大
意
は
同
じ
で
あ
り
ま
す
が
、
少
し
異
な
つ
て
ゐ
る
わ
け
は
、

「
大
乗
」
は
、
な
は
三
乗

（墜
聞
乗

・
縁
覺
乗

・
菩
薩
乗
）
の
中
の
菩
薩
乗
の
別
名
で
あ
り
ま
す
。
「
一
乗
」
は
三
乗
も
二
乗

（撃
聞
乗

。

縁
覺
乗
）
も
無
い
、
そ
れ
を
超
え
た
名
稀
で
あ
り
ま
す
。
『
般
若
経
』
と

『
維
摩
組
』
と
は
大
教

（大
乗
の
経
典
）
と
名
づ
け
ら
れ
て
ゐ

ま
す
が
、
し
か
し

「
一
乗
」
の
経
典
と
名
づ
け
ら
れ
な
い
の
は
、
以
上
の
や
う
な
理
由
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

（前
述
の
）

一
乗
の
解
繹
の
例
に
な
ら
つ
て
、

（大
乗
の
）
「
大
」
に
つ
い
て
解
澤
し
ま
す
と
、

こ
れ
も
ま
た
、
ま
さ
に
二
つ
あ
り

ま
せ
う
。

果
の
意
味
が

「
一
」
で
あ
る
と
読
く
組
典
の
研
究
家
が
云
ふ
に
は
、
（大
乗
の
）
「
大
」
は
果
に
つ
い
て
の
名
稀
で
あ
る
。
佛
果
を

「
大
」
と
す
る
、
と
言
は
ん
が
た
め
で
あ
る
、
と
。

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
七



八

因
の
意
味
が

「
一
」
で
あ
る
と
読
く
経
典
の
研
究
家
が
云
ふ
に
は
、
（大
乗
の

「
大
」
は
）
因
に
つ
い
て
の
名
稀
で
あ
る
。
そ
の
意

味
は
、
菩
薩
は
自
分
だ
け
が
救
は
れ
よ
う
と
求
め
な
い
で
、
衆
生
共
々
等
し
く
佛
の
救
ひ
に
あ
づ
か
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
印
ち
菩

薩
が
衆
生
を
教
化
し
救
ひ
と
ら
う
と
す
る
心

（因
）
が
廣
大
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

「
大
」
と
云
ふ
の
で
あ
る
、
と
。

若
し

「
乗
の
證
」
（萬
善
）
に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
「
乗
の
證
」
で
あ
る
善
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。
　
一
に
は

「
報
善
」
（報
い
を

求
め
て
行
ず
る
善
）、
二
に
は

「
習
善
」
（や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思
ひ
で
賞
践
す
る
善
）
で
あ
り
ま
す
。
「
報
善
」
は
、
重
い
煩
機
の
惑
ひ
を
腕

し
て
苦
悩
を
軽
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
能
力
が
あ
り
ま
す
が
、
た
だ
金
剛
不
壊
の
境
地
ま
で
の
庭
に
低
迷
し
て
、
佛
果
に
は
到
達
し

ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に

「
報
善
」
は
、
た
だ
佛
道
に
導
か
れ
る
こ
と
を
助
け
る
縁
の
は
た
ら
き

に
過
ぎ
ず
、

「
乗
の
本
證
」
と
す
る
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
今
は
、
た
だ

「
習
善
」
を
以
て

「
乗
の
本
證
」
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
た

「
解
」
と

「
善
」
と
の
開
係
は
、
「
解
」
は
ま
さ
に

「
乗
の
本
」
で
あ
り
、
「
善
」
は

「
乗
の
末
」
で
あ
り
ま
す
。
今
、
末
で

あ
る

「
韮
遅

を

「
乗
の
本
證
」
と
し
、
本
で
あ
る

「
解
」
は

「
乗
の
本
證
」
と
は
し
ま
せ
ん
。
何
故
か
と
言
ひ
ま
す
と
、
佛
道
に
は

通

（智
的
に
理
解
で
き
る
も
の
）
と
、
不
通

（智
的
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
）
と
が
あ
り
ま
す
。
若
し

「
解
」
を
以

て

「
乗

の
本
證
」

と
す
る
な
ら
ば
、
（智
的
に
理
解
で
き
る
衆
生
の
み
を
救
ひ
と
る
こ
と
に
な
り
、
）
乗
の
は
た
ら
き
は
す
べ
て
の
衆
生

に
ゆ
き
わ
た

り
ま
せ
ん
。
「
善
」
と
は
、
印
ち
た
だ
の

一
度
で
も
、　
ひ
と
言
、

南
無

（佛
に
婦
依
し
ま
す
）
と
稽

へ
る
だ
け
で
善
で
あ

つ
て
、
こ

れ
が
善
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
故
に
、

（智
的
に
理
解
で
き
な
く
て
も
、
善
は
す
べ
て
の
衆
生
が
賓
践
で
き
る

こ
と
で
す
か
ら
、
）
「
乗
」
は
ま
さ
に
廣
大
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
故
に
、　
た
だ
末
の

「
善
」
に
つ
い
て
、
「
乗
の
本



證
」
と
し
ま
す
。

ま
た
凡
夫
が
三
有

（欲
界
・
色
界

。
無
色
界
と
い
ふ
三
界
の
迷
ひ
の
世
界
）
に
於
て
求
め
行
ふ

「
善
」
は
、
こ
れ
も
ま
た

「
乗
の
本
證
」

と
は
し
ま
せ
ん
。
何
故
か
と
言
ひ
ま
す
と
、
印
ち
ま
た

「
乗
」
と
は
、
こ
の
世
の
生
死
の
迷
ひ
か
ら
腕
れ
出
よ
う
と
し
て
、
常
佳
不

愛
の
佛
果
に
あ
づ
か
ら
う
と
期
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
凡
夫
が
三
有
と
い
ふ
三
つ
の
迷
ひ
の
世
界
に
於
て
求
め
行
ふ
善
は
、
た
だ
三

界
の
内
に
だ
け
結
果
を
期
し
て
ゐ
て
、
三
界
を
超
え
た
常
住
不
憂
の
佛
果
を
志
向
し
て
を
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
ま
た

「
乗
の
本
證
」

と
は
し
ま
せ
ん
。

若
し
何
を
収
會

（収
め
と
つ
て
一
乗
に
入
れ
る
）
す
る
か
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
三
つ
の
乗

（人
天
乗

・
二
乗
・
菩
薩
乗
）
の
善
を
會
し
て

一
乗
に
収
め
と
り
、
三
つ
の
乗
の
教

へ
を
疲
し
、
三
つ
の
乗
の
執
着
を
う
ち
破
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　

ま
た
次
の
や
う
な
説
も
あ
り

ま
す
。
―
―
善
と
は
ま
さ
に
、
小
乗
の
音
と
大
乗
の
今
と
は
異
な
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
こ
れ
同
じ
く

一
つ
の
善
で
あ
る
。

道
理
と
し
て
、
諸

々
の
善
を
會
し
て

一
乗
に
牧
め
と
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
但
し
教

へ
と
い
ふ
も
の
は
、
名
稀
と
意

義
の
立
て
方
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
三
つ
の
乗
の
教

へ
を
會
し
て

一
乗
に
収
め
と
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
経
典
の
文
で
は
正

法

住

と

正

法

減
と
は
、
大
乗
の
篇
の
故
に
読
く
と
言
つ
て
ゐ
る
。
（正
法
住
は
教
へ
の
興
隆
、
正
法
滅
は
教
へ
の

衰
退
を
言
ふ
。
教
へ
に
興

・
衰
の
あ
る
こ
と
を
會
す
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
。
）
〓
一つ
の
乗
の
執
着
に
つ
い
て
は
、
前
に
述
べ
た
通
り

で
あ

る
、
―
―
と
。

（
１
）
梯
橙
の
三
賓
　
梯
橙
は
だ
ん
だ
ん
高
き
に
登
る
木
階
の
こ
と
で
、
少
し
づ

つ
悟
り
に
到
ら
し
め
る
と
い
ふ
教

へ
で
あ
る
。
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一
〇

梯
橙
の
三
費
で
は
、
佛

・
法

・
曾
は
別
々
の
も
の
で
あ
る
と
説
い
た
。

（訓
語
文
）

鷹
ｒ
ノ玉
，
騰
ぅ競

一。
魔
ち
学
鷲
二譜
ンペ
／
…
。島
ば
り
げ
ず
ヽ
ぽ
が
ぼ
プ
嗽
す
囃
の
新
ゴ
に
ぃ「
斜
句
載
が
り
。
経
じ
て
解
し生

の
最
“郵
と
尻
曇
が
珂
対
と
を
雌
め
て
畿

一、、ち赳
ぽ
だ
る
こ
と
を
嚇
す
。
　
戦
に
繭
き
て
初
め
に
阻
き
て
ゴ
と
鮮
す
。

射
ｔ
に
藤
し
く
齢
一、、ち赳
ピ
だ
る
こ
と
を
嚇
す
。

孵
ｒ
に
一、、っ猷
の
或
欝
を
嚇
す
。

一、、ち赳
ぽ
慧
れ
↓
獣
の
式
警
の
鴎
、
コっ献
の
ゴ
酎
は
き
れ
ぃ、
赳
が
だ
な
り
。
だ
の
ぃ一っ献

な
る
を
廃
て
欧
の
ぃ一

に
減
デ
る
を

が
さ
ん
と
従
す
。
耀
に
孵
ゴ
に
ぃ一っ嶽

の
五
望
を
雪
げ
て
、
黙
簾
に
さ
れ
く
な
り
と
嚇
せ
ば
ヽ
販
ザ
鴎
も
↓
な
る
こ
と
嘘

ら
か
な
り
。

雲
ガ
れ
議
朧
の
樹
雖
の
葺
欝
麟
び
珂
剰
の
脱
な
る
こ
と
は
、
耐
じ
く
さ
れ
対
に
の
記
な
り
。
さ
れ
摯
謝
に
対
ず
。ぃ午
貼

ち
簾
に
■
利
を
舒
し
て
■
赳
ぽ
だ
れ
て
、
耐
じ
く
制
ぅ麟
ぅ
い
っ黙

の
町
と
鮮
す
。
戯
に
対
哉
巴
の
鷹
機
の
三
割
は
ぉ
れ
努

議
ぽ
飛
ず
ヽ
囃
鋭
既
削
ぅ齢
″
↓
獣
を
請
健
の
概
と
評
す
こ
と
を
欧
す
な
り
。

無
る
に
↓
は
き
れ
鰹
ゴ
の
継
が
り
。
私
ぽ
唐
れ
遮
雌
ど
ざ
と
が
す
。
　
く
の
デ
を
機
ず
る
デ
ダ
齢
齢
稽
匪
な
り
。

４
に
ガ
は
く
。
↓
は
販
ザ
村
鮮
し
。
麟
式
を
ば
せ
ん
と
従
す
る
が
耀
に
、
こ雌
ら

に
一、、ちと
だ
ふ
な
り
、
と
。

ゴ
に
津
は
く
。
↓
は
き
れ
ぞ
コち
の
デ
、
赳
ぽ
さ
れ
町
の
響
な
り
。
計
ふ
こ
こ
ろ
は
町
の
囃
の
議
席
徳
毬
働
な
り
と、、嚇



も
、
編
に
端
サ
コ
っ孵

に
躍
す
る
が
耀
に
着
ぎ
の
コちな
る
を
馳
て
鴎
を
響
づ
け
て
れ
を
コちな
り
と
絆
ふ
な
り
、
と
。

式
に
だ
は
く
。
↓
と
対
ど
は
鷺
唐
れ
町
の
舒
な
り
。
鴎
の
朝
の
議
語
は
律
齢
齢
村
所
な
り
と
は
ず
、
耐
も
好
の
が
の

デ
Ｔ
）く
な
る
が
配
に
、
耀
に
４
と
だ
ふ
、
と
。

第
ｐち
の
解
は
Ｆ
き
こ
と
は
賊
ザ
ｒ
し
。
　
麟
し
舞
ず
ら
く
は
、
母
っガ

の
議
墨
に
壺
私
が
肛
鮮
く
ん
ば
、　
だ
農
」
費
剰

の
遂
を
も
詳
か
ざ
る
べ
し
。
融
も
母
っ別

の
計
墨
に
畿
↓
赳
′
計
く
。
か
し
磁
ら
ば
脱
ぞ
麟
式
を
ば
せ
ん
と
従
す
る
が

耀
に
↓
な
り
と
計
ふ
を
行
ん
や
。
　
麟
し
籍
ゴ
と
期
式
と
の
機
ぼ
齢
馳
ひ
る
こ
と
を
計
す
丁
し
。
　
羅
る
に
鑓
ぎ
″
舞

く
配
の
↓
に
詳
き
て
離
が
が
す
。

麟
ガ
将
が
廃
ぜ
ば
ヽ
計
ぼ
を
た
め
ず
場
を
漂
ふ
を
舛
と
評
し
て
ヽ
信
黙
に
事
が
す
る
を
、
継
げ
て
だ
赳
ど
が
し
ヽ
物
を

ぽ
す
る
を
離
計
と
が
し
て
麟
げ
げ
を
た
め
て
グ
の
鯖
難

，
）を
慮
す
る
を
、
ィ
づ
け
て
村
ぅ霜
ど
酔
ふ
。　
だ
し剰
ふ
↓
刻

と
対
計
は
徳
耐
じ
な
り
と
は
ず
、
変
し
く
甦
な
る
ァ
嚇
は
、
ガ
刻
ぽ
狸
さ
れ
載
の
戦
の
圧
盤
が
り
。
電
対
ぽ
叫
ザ
五
も

ゴ
も
鮮
き
の
織
が
り
。
だ
様
と
継
財
と
は
対
奏
ど
響
づ
く
と
は
ゞ
ヽ
耐
も
↓
甦
ど
響
づ
け
ざ
る
、
き
れ
難
の
Ｆ
嚇
な
り
。

針
を
４
難
ぽ
ぼ
さ
ば
ヽ
ガ
を
離
す
る
に
友
降
に
ｒ
を
る
べ
し
。

だ
の
デ
↓
の
グ
の
だ
は
く
、
対
は
き
れ
黙
の
響
な
り
。
鷹
霜
を
対
と
が
す
と
計
は
ん
が
朧
な
り
、
と
。

剛
↓
の
グ
の
デ
は
く
、
パ
き
れ
鴎
の
響
な
り
。
計
ふ
こ
こ
ろ
は
ど
面
は
ビ
ビ
を
た
め
ず
場
と
争
が
せ
り
。
叫
ザ
遮
己

鷹
だ
な
り
。
耀
に
対
と
だ
ふ
、
と
。
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一
二

か
し
刻
が
献
を
話
ぜ
ば
、
割
に
ゴ
齢
な
り
。
４
に
は
縦
割
、
ゴ
に
は
４
ぅ割
。　
霧
議
は
載
き
を
鷹
し
て
配
か
ら
し
む
る

の
留
が
り
と
慇
ゞ
ヽ
餞
鋭
鵬
卵
測
に
殴
れ
て
鷹
黙
に
熱
ら
ず
。
配
に
感
き
れ
繊
ぽ
な
り
、
■
ぅ獣

と
が
る
に
あ
ら
ず
。

耀
に
鑓
は
麟
鶴
ぅ器

を
唆
て
獣
と
が
す
。

理
解
と
割
と
は
ヽ
幅
は
さ
れ
赳
け
た
な
り
、
割
は
慧
れ
赳
ゲ
耗
な
り
。
箸
耗
に
詳
き
て
飛
ど
鮮
し
て
村
を
廃
て
刻
ど
鮮

さ
ず
。
蝶
と
な
れ
ば
貼
ザ
達
に
運
と
村
溺
と
が
り
。
か
し
ば
を
廃
て
刻
ど
が
さ
ば
ヽ
販
ザ
難
が
響
鹿
か
ら
ず
。
割
嚇
蝋

ち
麻
ゴ
↓
た
び
ぽ
鯖
と
織
す
る
も
さ
れ
割
に
対
ず
と
い
ふ
こ
と
鯖
し
。
耀
に
対
が
響
は
鍼
ザ
魔
な
り
。
デ
貯
に
熙
耗
に

貯
き
て
私
が
麟
と
評
す
。

理
店
ガ
の
式
存
に
成
す
る
割
は
、
蒸
刻
が
獣
と
計
さ
ず
。
性
と
な
れ
ば
鴎
ず
難
赳
ぽ
慧
れ
曇
姓
を
出
ん
と
計
て
制
ぅ齢
ぅ

の
だ
を
伊
す
を
妍
す
。
賊
ガ
の
五
ィ
に
耐
す
る
割
は
、
麟
ョ
獄
の
成
を
が
し
て
制
ぅ麟
ぅ

を
押
さ
ず
。
配
に
ぶ
刻
ゲ
献
と

計
さ
ず
。

か
し
嚇
ぅ針

を
読
ぜ
ば
式
の
議
を
舒
し
て
、
式
の
襲
が
献
し
、
三
の
発
♂
ぼ
す
。
　
蹂
ｒ
は
く
。
割
は
臨
ザ
鋭
辞
くれ

な

り
と
慇
ゞ
疵
ザ
き
れ
ぃ一
割
な
り
。
留
と
し
て
舒
す
菅
き
こ
と
鮮
し
。
麟
し
義
へ
は
蜆
ザ
盤
報
を
整
る
こ
と
ぉ部
の難

な
り
。

配
に
れ
を
舒
し
て
式
に
だ
る
。
″
貯
に
Ё
に
旺
ザ
■
懇
晟
鷺

・
己
対

潔
１
・
朧
ン州
赳
“概
二辞
夕と
計
ふ
。　
式
の
報
ぽ

頭
の
妊
し
と
。

（１
）
流
の
義
　
諸
々
の
川
は
そ
の
場
所
及
び
方
向
を
異
に
し
て
ゐ
る
が
、
結
局
は
大
海
に
流
れ
注
ぐ
。
こ
の
や
う
に
佛
果
に
到



る
因
で
あ
る
諸
々
の
善
は
種
々
不
同
で
あ
る
が
、
皆
こ
と
ご
と
く

一
つ
の
佛
果
に
流
れ
趣
く
が
故
に
、
そ
の
流
れ
趣
く
義
は
、

諸
々
の
善
は
み
な

一
つ
な
の
で
あ
る
。

（２
）彼
の
無
寅
　
「彼
」
は
、
現
賞
の
世
閲
を
離
れ
た
理
想
の
世
界
。
「無
賞
」
は
、
煩
悩
を
滅
し
蓋
し
た
小
乗
の
理
想
の
境
地
。

〔
研
究
〕

○
　
太
子

『
義
疏
』
に
擦
る
科
段
分
け
表
に
つ
い
て

太
子

『
義
疏
』
は
各
章
の
初
め
に
、
各
章
の
要
旨
と
科
段
分
け
と
を
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。
そ
の
要
旨
の
御
説
明
は
、
経

典
の
味
讀
の
御
感
想
と
も
云
ふ
べ
き
箇
所
で
あ
り
ま
し
て
、
『
義
疏
』
の
特
徴
の
よ
く
出
て
ゐ
る
文
章

で
あ
り
ま
す
。
科
段

分
け
は
経
典
文
章
の
整
理
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
研
究
書
に
よ
つ
て
そ
れ
程
大
き
な
相
違
粘
を
生
じ
な
い
や
う
で
あ
り
ま
す
が
、

庭

々
に
太
子

『
義
疏
』
獨
特
の
科
段
分
け
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
太
子

『
義
疏
』
の
科
段
分
け
の
御
説
明
の

あ
と
に
科
段
分
け
表
を
掲
げ
て
、
章
全
證
の
構
成
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。　
一
乗
章
は
特
に
複
雑
で
す
が
、

他
の
章
は
ず
つ
と
簡
明
で
す
。
見
開
き
に
す
る
た
め
次
頁
か
ら
掲
げ
ま
す
。
細
目
の
目
次
の
や
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
ざ

つ

と
見
て
次
に
進
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
ま
た
時
に
、
『
義
疏
』
の
ど
の
箇
所
な
の
か
と

い
ふ
疑
間
が
生
じ
た
時
、

こ
の
表
を
見
る
と
、
よ
く
わ
か
る
と
思
ひ
ま
す
の
で
御
利
用
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
吉
基
順
）

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
〓
一



（こ
の
章
の
科
段
分
け
表
　
０
）

―
一
、
正
し
く
皆

一
乗

に
入
る
こ
と
を
―

明
す

―
い
別
Ｌ

一乗

の
因
を

す

て
絶
し
て
會
す

に
興

・
衰
有
る
こ
と
を
會
す

に
得

・
離
有
る
こ
と
を
會
す

に
始

・
絡
有
る
こ
と
を
會
す

因
に
況
す

四
智
と
涅
槃
の
果
と
を
奪
ふ

典
奪
の
意
を
繹
す

て‐口２．『章姜ド劉陵円̈
回勢わ嚇隷睛い罐れ舞劃陣岬けす

０
所
生
を
會
す
る
の
結

一
四



一
乗

章

―
口
別
に
一

す の
果
か

一
獣
式
驚
を
明
す

（
一
八
頁
）

耐
の
四
段
を
慇
絲
ャ

（
一
六

。
一

一
乗
に
入
る
を
結
す

（
一
八
頁
）

１
二
種
の
死
の
章
門
を
立
つ

２
二
種
の
死
の
章
門
を
澤
す

３
昔
方
便
を
以
て
典
あ
る
こ
と
を
篤
す
の
意
を
澤
す

４
究
党
は
二
乗
に
在
る
に
非
ざ
る
の
意
を
繹
す

１
二
種
の
煩
悩
を
畢
げ
て
澤
を
篤
す

０睡れな順対の上一口②①酬咄印脚嗽蔽響いす

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
五

０
煩
悩
の
潤
業
の
不
同
な
る
を
明
す

（
一
六
頁
）

０
断
除
の
義
を
明
す

（
一
六
頁
）

七
頁
）



（
こ
の
章
の
科
段
分
け
表
　
い
）

０
組
じ
て
五
乗

を
會
す

（
一
四
頁
既
述
）

一
、
正
し
く
皆

一
乗
に
入
る

こ
と
を
明
す

ｏ
別
に
二
乗
の

因
を
會
す

（
一
四
頁
既
述
）

日
四
智
と
涅
槃
の
果
と
を
奪
ふ

奪
の
意
を
澤
す

一種
の
生
死
を
畢
げ
て
、
典
奪
の
意
を
澤
す

（以
上

一
四

・
一
五
頁
既
述
）

〕正
し
て

〕煩
悩
の
　
悩
の

（以円功用ゎ饉相を

上
一
五
蔵
校
量
姥
出
す

一
六

ス既
述
）
．）四

住
地
は
有

て
三
有
に
生
　
の
業
を
潤
し

）煩
悩
（

）無
明
件

の不ｍ潤
業

准
地
は
ず
る
か

を明卸なる　　　　　　　　　蒲け明す

し
て
建
ん
‥
ｉ

，　　　　　　　　易生を受̈
業を潤

す〉無
明
件

　
　
　
　
　

、る
を
明

して難地は一
切
の
業
を
潤

）無明け生す

‐
だ
‐

　
　
　
　
　
　
　
　

性
地
は

る
を
田

Ｌ愛易　漏倒す

潤
し
″

一断
除
（ 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ぢ́

ザを嚇―［動一一種結す
生を動を業を

〈く
る
を

一の
住
ユ

②
正
Ｌ
　
　
旭
の
業
の
不
日

③断にく断除を明　　　を明す

一を
澤
斗
　
　
す

」秘̈
詢螂睡粋酎反工［２．」嶼̈
「『

相
を
出
す

|

1

０
智
慧
不
満

②
断
不
足

０
解
腕
未
満

０
清

浄

未
園

同
功
徳
未
満

０
智
境

不
周

０
涅
槃
未
極



|

ロ

すの別

二
、　
一
鐙
三
費
を
明
す
２

八
頁
）

前
の
四
段
を
歴
結

一
乗
に
入
る
を
結
す

（
一
八
頁
）

０
煩
悩
の
饉
相
を
出
せ
る
を
結
す

０
断
除
せ
る
を
結
す

と
を
明
す

正
説
　
第
五

。
一
乗
章

2
すに二み究
を非乗に責
結ずに在は
すと在 り佛

明るての

事荼 渕
写彙i     3:

す
こ
と
を
結
す

一
七



|

す賓ぢ一ち
を 證よ
明 三見

一O     l― l

極今     ざ別ら
を 日     る謹ト
明の     をは
す

護     写饗 :

涅
槃
の
果
と
を
奪
ふ

二
種
の
生
死
を
撃
げ
て
、
興
奪
の
意
を
澤
す

（
一
五
頁
既
述
）

一種
の
煩
悩
を
撃
げ
て
、
二
死
乗
ね
て
除
き
除
か
ぎ
る
の
意
を
澤
す

（
一
五

・
一
六
頁
既
述
）

一
乗
に
入
る
を
結
す

に非‐目囲同躙̈
帥・費は囃け党に非ざるを明す

日

一
證
の
法

・
曾
に
帰
依
す
る
は
、

一
證
の
法

・
曾
に
帰
依
す
る
は
、
如
末
に
帰
依
す
る
を
明
す

一
畿
の
法

・
曾
に
帰
依
す
る
は
、
如
末
に
帰
依
す
る
を
澤
す

何
を
以
て
か
一
饉
な
る
や
を
澤
す

佛
を
引
き
て
證
を
篤
す

昔
日

一
乗
を
明
さ
ざ
る
の
意
を
明
す

一
八

１
自
ら
未
究
党
を
知
る
を
明
す

２
自
ら
知
る
を
澤
す

３
正
し
く
入

一
乗
を
結
す

４

一
乗
所
得
の
果
の
義
を
明
す
―
口
］
動
餡
わ
婆
け
¨
麒
臓
嘲
討

を
明

す

の
最



〔
研
究
〕

○
　
「
末

（善
）
に
就
き
て
乗
の
證
と
篤
し
て
、
本

（解
）
を
以
て
乗
の
證
と
篤
さ
ず
」
と
の
太
子
の
御
説
に
つ
い
て

佛
教
で
は
、
迷
ひ
の
衆
生
を
乗
物
に
載
せ
て
、
悟
り
の
か
な
た
に
運
ん
で
い
く
と
考

へ
ま
す
。
そ
れ
が

「
乗
」
で
あ
り
、

そ
の

「
乗
」
の
本
質
、
本
證
と
な
る
も
の
が

「
乗
の
證
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
そ
の

「
證
」
の

「
本
」
と
な
る
も
の

は
何
か
、
と
言
ひ
ま
す
と
、
ま
づ
何
よ
り
も
先
に
、
佛
の
教

へ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
か
ら
、
佛
の
教

へ
を
智
的

に
理
解
す
る
こ
と
、
す
な
は
ち
、
こ
こ
で
言
ふ

「
解
」
が
、
「
乗
の
證
」
の

「
本
」
と
な
る
と
考

へ
ら
れ

て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
「
善
」
は
、
佛
教
を
理
解
し
、
そ
の
理
解
に
基
づ
い
て
行
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
「
本
」
で
あ
る

「
解
」
に
封
し

て
は

「
末
」
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
太
子
は
こ
こ
で
は
、　
こ
れ
と
反
封
に
、

「
乗
の
末
」
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る

「
善
」
こ
そ

「
乗
の
本
」
で
あ

つ

て
、
「
解
」
は

「
末
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
を
ら
れ
ま
す
。
理
由
は
―
―
も
し

「
解
」
が

「
乗
の
本
」
で
あ
つ
た
な
ら
ば
、
佛

教
を
智
的
に
理
解
で
き
る
も
の
、
す
な
は
ち
、
「
通
」
の
も
の
だ
け
が
救
は
れ
る
こ
と
と
な
り
、
智
的
に
理
解

で
き
な

い
も

の
、
「
不
通
」
の
も
の
は
救
は
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
「
乗
」
の
働
き
が
廣
大
で
あ
る
と
は
言

へ
な
い
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
に
封
し
、
も
し

「
善
」
を

「
乗
の
本
」
と
す
る
な
ら
ば
、
偶
に
、
佛
教
を
智
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
が
ゐ
た
と
し
て
も
、
た
だ

一
度

「
南
無

（佛
ご

（佛
に
帰
依
し
ま
す
）
と
櫓

へ
る
だ
け
で
、
そ
れ
は
佛
の
教

へ
に
基
づ

い
た

善
を
行
じ
た
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
、
誰
で
も
寅
践
で
き
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
乗
の
働
き
は
廣
大
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
九



二
〇

で
き
る
こ
と
に
な
る
―
―
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

「
乗
の
證
」
に
封
す
る
太
子
の
か
う
し
た
ご
理
解
は
、
誠
に
獨
創
的
で
あ
り
、
『
敦
爆
本
』
等
に
も
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
言
ふ
の
も
、
太
子
は
、
現
責
に
政
治
の
衝
に
お
立
ち
に
な
ら
れ
、
日
夜
す
べ
て
の
人
々
の
幸
一幅
に
思
ひ

を
致
し
て
を
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
佛
道
を
求
め
る
に
際
し
て
も
、
観
念
的
理
解
で
は
な
く
、
具
證
的
事
責
と
し

て
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
人
々
の
救
ひ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
た
い
と
願

つ
て
を
ら
れ
た
結
果
、
高
人
の
行
ず
る
こ
と
の
で

き
る
善
を
も

つ
て

「
乗
の
證
」
と
な
さ
れ
た
も
の
と
思
ひ
ま
す
。

こ
の
や
う
な
観
鮎
か
ら
、
太
子
の

『
義
疏
』
全
證
を
振
り
返
つ
て
な
ま
す
と
、
「
善
を
行
ず
る
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
『
義
疏
』

を

一
貫
し
た
お
考

へ
で
あ
ら
れ
た
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
『
義
疏
』
は
、
冒
頭
に
述
べ
ま
し
た
や
う
に
、
序
説
、
正
読
、
流
通

説
の
三
段
に
分
類
さ
れ
、
中
心
と
な
る
正
説
が
さ
ら
に
十
四
章
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
う
ち
初
め
の
五
章
、
す
な
は
ち
、

第

一
、
歎
佛
員
貴
功
徳
章
か
ら
第
五
、　
一
乗
章
ま
で
は
、
「
乗
の
値
を
明
か
す
」
部
分
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
こ
の
意
味
は
、

「
言
ふ
心
は
萬
善
を
皆
乗
の
證
と
篤
す
」
と
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
つ
い
で
、　
次
の
第
六
、　
無
邊
聖
諦
章
か
ら
第
十
三
、
自
性

清
浄
章
ま
で
は

「
乗
の
境
を
明
か
す
」
と
し
、　
国
一口
ふ
心
は
夫
れ
善
は
自
ら
生
ぜ
す
、
必
ず
境
に
よ
り
て
起
る
」
と
述
べ
て

を
ら
れ
ま
す
。
当
乗
の
證
」
と
し
て

「
萬
善
」
を
読
い
て
き
た
が
、
善
と
い
ふ
も
の
は
お
の
づ
か
ら
生
じ
て
く
る
も

の
で

は
な
く
て
必
ず
善
の
行
は
れ
る
境
地
が
あ
つ
て
、
そ
れ
に
よ

つ
て
起
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
八
章
は
、
そ
の
善
の
行

は
れ
る
境
地
を
説
い
た
の
で
あ
る
″
と
い
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
最
後
に
、
第
十
四
、
員
子
章
は
、
ヨ

一忍
の
菩
薩
、
此



の
乗
を
受
け
て
行
ず
る
こ
と
を
明
か
す
」
と
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
ど

一忍

（信
忍
・
順
忍
・
無
生
忍
２
二
種
の
忍
の
徳
）
を
饉
得

し
た
菩
薩
が
、
乗
の
證
と
境
と
を
受
け
て
、
善
を
行
ず
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
る
″
と
言
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

要
す
る
に
、
太
子
は

『
勝
重
経
』
を

″
行
善
の
経
″
と
し
て
把
握
し
て
を
ら
れ
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
太
子
と
同
時
代
、
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の

『
勝
重
組
』
の
註
澤
書
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た

と

へ
ば
、
唐
の
吉
蔵

（五
四
七
―
工全
〓
し

の

『
勝
重
経
費
窟
』
は
、
「
此
の
経
、
章
は
十
五
な
れ
ど
も
其
の
旨
趣
を
統
ぶ
れ

ば
、　
一
乗
を
以
て
宗
と
篤
す
」
（國
課

一
切
経
和
漢
選
述
部

・
緩
疏
部
十

一
・
十
四
ペ
ー
ジ
）
と
し
て
を
り
ま
す
。
「
一
乗
」
が
こ
の

経
典
の
旨
趣
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
相
違
が
あ
り
ま
せ
ん
。
太
子
も
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
や
う
な
見
方
だ
け
で
は
経
典
の
智
的
理
解
に
留
ま
つ
た
も
の
と
言
は
な
く
て
は
な
り
ま
す
ま
い
。
最
近
の
學
界
で
も
、
本

経
を
如
爽
蔵
思
想
系
統
の
経
典
と
し
て
考

へ
よ
う
と
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
や
う
な
理
解
は
何
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
経
典
の
理
解
で
あ
り
、
認
識
で
あ
り
ま
す
。
「
解
」
を

「
乗
の
證
」
と
す
る
線
上
に

お
い
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
太
子
は
も
ち
ろ
ん

一
乗
思
想
も
如
末
蔵
思
想
も
重
硯
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
す

べ
て
善
と
善
の
賓
践
と
に
包
撮
し
、
大
地
に
足
を
踏
ま
へ
た
も
の
と
し
て
把
握
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
か
う
し
た
お
考

へ
の
根

源
と
な
つ
た
も
の
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
救
は
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
太
子
の
慈
悲
の
お
心
と
舞
し
ま
す
。
そ

し
て
、
こ
の
信
仰
思
想
が
後
の
日
本
佛
教
、
特
に
法
然
、
親
鸞
に
み
ら
れ
る
萬
人
の
救
は
れ
る
宗
教

へ
と
展
開
し
て
い
つ
た

も
の
と
思

へ
ま
す
。
「
善
は
印
ち
乃
至

一
た
び
南
無
と
稀
す
る
も
是
れ
善
に
非
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
」
貧

一
一頁
）
と
の
お
言

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
一
一



葉
に
は
、
浄
土
教
の
萌
芽
を
見
る
思
ひ
が
い
た
し
ま
す
。

一
一二

（梶
村
　
昇
）

〔
正
し
く
皆

一
乗
に
入
る
こ
と
を
明
す
　
要
旨
並
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
評
）
２

）

（
一
乗
章
の
）
第

一
に
、
正
し
く
皆

一
乗
に
入
れ
る
こ
と
を
説
明
す
る
中
に
つ
い
て
、
ま
た
分
け
て
三
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
初
め
か
ら
出
世
間
の
善
法
と
を
に
詑
る
ま
で
、
組
括
し
て
五
乗
の
善
を
會
し
て

（
一
つ
に
合
せ
て
）

一
乗
に
収
め
と
り
ま

す
。

第
二
に
、
世
尊
の
六
虚
を
説
き
た
ま
ふ
が
如
し
か
ら
以
下
は
、
特
別
に
二
乗
の
因
を
會
し
て

一
乗
に
収
め
と
り
ま
す
。

第
二
に
、
世
尊
。
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
は
怖
長
有
り
か
ら
以
下
は
、
特
別
に
二
乗
の
果
を
會
し
て

一
乗
に
収
め
と
り
ま
す
。

前
の
撮

受

正
―法
章
で
は
、
た
だ
能
生

（八
地
以
上
の
菩
薩
が
五
乗
の
萬
善
を
出
生
せ
し
め
る
）
の
心
を
収
め
取

つ
て
、

撮
受
正
法
と
し

ま
す
。
所
生

（八
地
以
上
の
菩
薩
に
よ
つ
て
生
み
出
さ
れ
る
）
の
五
乗
の
善
行
は
収
め
取

つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
印
ち

「
取
」
（牧
め
取
る
）
の

働
き
を
充
分
に
誌
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
今
此
の

一
乗
章
で
は
、
能
生
も
所
生
も
こ
と
ご
と
く
収
め
取
つ
て
、
皆

一
乗
に
入
れ
ま
す
。
そ

れ
故
に
、
先
づ
五
乗
を
絶
括
し
て
會
し
て

一
乗
に
牧
め
取
る
の
で
あ
り
ま
す
。
人
間
と
天

（イ
ン
ド
の
諸
天
）
と
は
、
ま
だ
と
り
た
て

て
佛
道
を
求
め
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
ま
だ
大
乗
と
か
小
乗
と
か
い
ふ
名
も
つ
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
人

間
と
天
と
は
、
絶
括
し
て
會
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
理

（
一
乗
に
取
め
と
ら
れ
る
道
理
）
は

自

ら
充
分
に
わ
か
る
で
あ
り
ま
せ
う
。

七
地
以
下
の
菩
薩
は
、
本
来
久
し
き
に
亘
つ
て
佛
道
を
求
め
て
き
て
、
そ
の
ま
ま
自
然
に
大
乗
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
絶
括
し
て
會
し



た
上
に
、
重
ね
て
會
す
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
但
し
二
乗
は
、
衆
生
か
ら
信
じ
ら
れ
て
ゐ
て
、
別
の
教

へ

（因
）
に
よ
つ
て
、
悟
り

（果
）
に
到
つ
て
ゐ
る
と
、
思

つ
て
ゐ
る
に
ち
が
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
公
一乗
に
つ
い
て
は
総
括
し
て
會

し
た
上
に
、
）
丁

寧
に
重
ね
て
會
し
て

一
乗
に
収
め
取
り
ま
す
。

然
る
に
、
前
の
撮
受
正
法
章
で
は
、
た
だ
八
地
以
上
の
菩
薩
の
撮
受
の
働
き
を
説
明
し
ま
す
の
で
、
私
の
言
ふ

「
他
分
行
」
で
あ

る
と
い
ふ
道
理
は
、
そ
の
ま
ま
自
然
に
立
證
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
今
こ
の

一
乗
章
で
は
、
能
生
の
撮
受
正
法
と
所
生

の
五
乗
と
を
こ
と
ご
と
く
収
め
取
つ
て
皆

一
乗
に
入
れ
ま
す
。
そ
れ
で
は
私
の
言
ふ

「
他
分
行
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
を
も

つ
て
立
證
す
る
の
で
せ
う
か
。
　

そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
と
、
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―
経
典
の
文
を
解
澤
し
ま
す
と
、

さ
う
い
ふ
疑
間
が
生
ず
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
で
名
づ
け
る

「
他
分
行
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
ま
た
理
由
が
あ
り
ま

す
。
ど
う
い
ふ
わ
け
か
と
言
ひ
ま
す
と
、
員
責
に
つ
い
て
論
じ
ま
す
と
、
定
位
Ｔ
）
（初
佳
）
以
上
の
求
道
者
は
、
已
に

一
乗
の
意
義

を
信
じ
て
ゐ
ま
す
。
ま
し
て

（初
住
よ
り
も
ず
つ
と
上
位
の
）
七
地
の
求
道
者
が

一
乗
の
意
義
を
信
じ
て
ゐ
る
の
は
勿
論
で
あ
り
ま

す
。
然
し
な
が
ら
、
教

へ
に
つ
い
て
論
じ
ま
す
と
、
初
地
以
上
か
ら
七
地
以
下
の
求
道
者
は
、
結

（煩
悩
）
を
断
ち
き
り
、
境

（苦

・

集

。
滅

。
道
の
四
つ
の
員
理
）
を
観
じ
取
る
こ
と
は
、
二
乗
の
人
た
ち
と
等
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
（七
地
以
下
の
求
道
者

は
、
）

一
乗
の
働
き
に
つ
い
て
は
な
は
未
だ
明
ら
か
に
了
得
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
若
し

（
一
乗
の
働
き
に
つ
い
て
、
）
明
ら
か
に
通
達
し

て
ゐ
る
こ
と
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
た
だ
八
地
以
上
の
菩
薩
の
み
が
、
そ
れ
を
篤
し
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
此
の

一
乗
章

で
も
ま
た
、
「
他
分
行
」
を
説
明
す
る
、
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

正
説
　
第
五

・
一
乗
章
　
　
　
一
三
二



二
四

（１
）定
位

『岩
波
。
日
本
思
想
大
系
本
』
は
八
地
と
し
、
『四
天
王
寺
會
本
』
は
初
地
と
し
、
『世
界
聖
典
全
集
本
』
及
び
『花

山
信
勝
校
訳
本
』
は
初
住
釜
口薩
五
十
二
位
の
中
の
第
十
一
位
）
と
し
て
ゐ
る
。
初
住
以
上
は
内
凡
と
さ
れ
、
「況
ん
や
七
地

を
や
」
（七
地
は
第
四
十
七
位
）
と
あ
る
の
で
、
初
住
の
意
に
解
し
た
。

（訓
讀
文
）

舞
ぃちに
理
し
く
ず
料
を
吸
デ
軒
ぽ
就っ
き
て
難
舛
ち
て
ヽ
三
と
が
す
。

射
↓
に
初
め
ば
り
齢
び

醜
′割
測
夕
に
認
る
ま
で
、
絣
じ
て
班
剰
を
争
す
。

孵
ｒ
に
妊
ン世
輔
ノ譜
卦〓
‘
々
戯
・フ行
り
喋
下
ヽ
肛
に
一
利
の
町
を
舒
す
。

孵
載
に
ど
輔
。
障
計
潔

・
麒
対
鷹

粋^
コ肝
ぞ
・征
り
喋
ず
ヽ
戦
ザ
■
剰
の
ガ
を
筆
す
。

耐
の
駄
麒

麟
ぅ河
義
ぼ
は
ヽ
麟
紹
曇
が
蜃
″
職
り
て
唆
て
雛
ヨ
“
麟
ラ藩

と
が
す
。
帰
畳
が
可
対
の
グ
グ
ァ
ら
ず
。
頭
ザ

恥
の
デ
赳
だ
設
さ
ず
。
牛
雌
の
載
ど
」
誰
ぐ
留
曇
ど
昴
曇
ど
を
展
り
て
馘
ぃヽ
だ
ぽ
だ
る
。
配
に
ガ
づ
絣
じ
て
舒
す
る
こ

と
な
り
。
だ
対
は
利
だ
肛
に
た
む
る
こ
と
ゃ
る
に
あ
ら
ず
。
だ
赳
だ
対
村
が
響
を
越
め
ず
。
販
ザ
絣
鬱
に
Ⅳ
り
て
ピ

ぉ能
から
せ
ん
ぬ
亨
し
。
毬
貯
喋
測
は
村
よ
り
鵜
ぜ
備
を
た
め
、ぉ朗
から
ぶ
対

鮮
り
。
載
ね
て
舒
す
べ
き
こ
と
鯖
し
。
麟

し
疇
剰
は
場
の
融
に
就
ぜ
ら
れ
肛
の
鴎
ガ
粋
り
と
識
は
ざ
る
こ
と
難
し
。
Ｐ
腑
に
＆
就
に
製
ね
て
舒
す
る
な
り
。

羅
る
に
二
の
雛
ョ

雛̈
簾
「載
ぽ
は
ヽ
嚇
だ
が
現
Ｅ
Ｏ
戯
乱
げ
ぎ
を
嚇
す
が
配
に
、
計
ふ
屏
″
ぽ
頒
の
プ
ぉ部
か

ら
識
デ
丁

し
。
融
る
に
学
雌
の
載
ピ
は
、こ隷
ぐ
鰐
曇
が
雛
難
ど
帰
曇
が
可
剰
と
を
駿
り
て
鵠
ぃち
赳
ど
が
す
。
叫
ザ
デ
ふ
屏
″
ぽ
鷺



は
醍
を
嘘
て
か
識
ど
鮮
さ
ん
。　
離
び
て
げ
は
く
。
対
を
解
す
る
こ
と
鰍
な
り
と
慇
ゞ
、
響
づ
く
る
雅
″
ぽ
鏡
に
も
蒸

Ｆ
瞬
粋
り
。
畔
と
な
れ
ば
臨
ザ
難
に
ｒ
き
て
識
を
が
さ
ば
、
赴
儀
哄
■
は
醸
に
ぃち私
が
ぎ
を
儲
ず
。
洲
ん
や
毬
が
を
や
。

緯
れ
ど
も
養
ピ
計
き
て
謝
を
ぼ
さ
ば
、
祉
が
奥
覇
社
が
魔
測
は
ヽ
経
を
町
じ
慇
′
動
ず
る
こ
と
卦
利
と
難
し
。
耀
に
式

私
が
ぎ
に
対
て
齢
爆
だ
ュ町
弓
な
ら
ず
。
か
Ｌ
町
還
を
話
ぜ
ば
嚇
だ
が
奥
Ｅ
に
が
り
。
だ
孵
に
け
の
載
ピ
も
パ
ぽ
質
の

征
′
嚇
す
と
ｒ
ふ
な
り
と
。

〔
研
究
〕

○

「
寅
に
就
き
て
論
を
馬
さ
ば
」
、
「
教
に
就
き
て
談
を
篤
さ
ば
」
に
つ
い
て

太
子
は
、
「
乗
の
證
」
（佛
の
教
へ
そ
の
も
の
）
を
説
明
さ
れ
る
に
営
つ
て
、
七
地
以
下
の
菩
薩
の

「
分
」
で
あ
る

「
自
分
行
」

と
、
そ
の

「
分
」
を
超
え
る
八
地
以
上
の

「
他
分
行
」
と
に
分
け
て
を
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
太
子
獨
自
の
御
見
解
で
あ
り
ま

す
。研

究
の
対
象
と
し
ま
し
た
こ
の
箇
所
は
、
「
名
づ
く
る
所
の
他
分
に
も
亦
所
以
有
り
」
と
述

べ
ら
れ

て
、　
一
乗
章
が

「
他

分
行
」
で
あ
る
理
由
を
澤
き
明
さ
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
先
づ

「
賓
に
就
き
て
論
を
篤
さ
ば
定
位

（初
住
）
以
上
は
己

に

一
乗
の
義
を
信
ず
。
況
ん
や
七
地
を
や
」
と
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。

印
ち
太
子
は
、

「
一
乗
の
義
を
信
ず
る
」
こ
と
に
つ

い
て
は
、
七
地
以
下
の

「
自
分
行
」
に
よ
つ
て
到
逹
し
得
る
こ
と
だ
と
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

次
に
太
子
は
、
「
然
れ
ど
も
教
に
就
き
て
談
を
篤
さ
ば
、
初
地
以
上
七
地
以
還
は
結

（煩
悩
）
を
断
じ
、
境

（苦

・
集

・
滅
。

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
一五



一
一二ハ

道
の
四
つ
の
員
理
）
を
観
ず

る
こ
と
二
乗
と
齊
し
。　
故
に

一
乗
の
義
に
於
て
猶
未
だ

明

了

な
ら
ず
」
と
述
べ
ら
れ
、
績
い

て

「
若
し
明
達
を
論
ぜ
ば
唯
八
地
以
上
に
在
り
。
所
以
に
此
の
章
に
も
亦
他
分
の
行
を
明
す
と
云
ふ
な
り
」
と
解
説
し
て
を

ら
れ
ま
す
。
印
ち
太
子
は
、
「
信
ず
る
」
こ
と
は
七
地
以
下
の

「
自
分
行
」
で
馬
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
結
を
断
じ
境

を
観
ず
る
」
に
つ
い
て
は
、
七
地
以
下
の

「
自
分
行
」
の
篤
し
得
る
と
こ
ろ
は
二
乗
と
同
等
で
あ
つ
て
、　
一
乗
の
義
を
未
だ

明
ら
か
に
了
得
し
て
ゐ
な
い
、
故
に

一
乗
は
た
だ
八
地
以
上
の

「
他
分
行
」
に
よ
つ
て
の
み
馬
じ
得
る
こ
と
だ
、
と
さ
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
吉
基
順
）

〔穂
じ
て
五
乗
を
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
）

（正
し
く
皆

一
乗
に
入
る
こ
と
を
明
す
中
の
）
第

一
に
、
絶
括
し
て
會
し
て

一
乗
に
収
め
取
る
中
に
つ
い
て
、
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
佛
が
勝
重
に

「
説
き
な
さ
い
」
と
命
じ
ら
れ
ま
す
。

第
二
に
、
勝
重
が
佛
の
仰
せ
を
受
け
て
読
き
ま
す
。

前
の
撮
受
正
法
章
で
は
、
勝
重
は
稜
言
す
る
毎
に
、
先
づ
佛
の
許
し
を
請
う
て
か
ら
説
く
こ
と
を
求
め
ま
し
た
。
今
こ
の

一
乗
章
で

は
、
佛
自
ら
が
先
に
勝
重
に

「読
き
な
さ
い
」
と
命
じ
ら
れ
る
わ
け
は
、
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―
前
の
撮
受
正
法
章
は
、
既

に
八
地
以
上
の
菩
薩
の
み
が
馬
し
得
る

「
他
分
行
」
と
い
ふ
深
い
行
で
あ
る
の
で
、
勝
重
は
敢

へ
て
自
ら
進
ん
で
読
か
う
と
は
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
故
に
、
（勝
重
が
請
ふ
の
を
待
つ
て
か
ら
、
佛
は
）
命
じ
て
読
か
し
め
ら
れ
ま
し
た
。
勝
重
が
今
ま
で
説
い
て



き
た
と
こ
ろ
は
、
佛
の
道
理
に
合
つ
て
ゐ
な
い
も
の
は
な
く
、
疑
は
し
い
と
こ
ろ
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
故
に
、
（こ

の
一
乗
章
は
、）
勝
重
の
請
ひ
を
待
つ
こ
と
な
く
、
先
に
佛
が
命
じ
て
、
つ
づ
け
て
説
か
し
め
ら
れ
る
、
―
―
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

孵
ぃち
の
結
針
の
戦
に
詳
き
て
疵
ザ
ｒ
粋
り
。

舞
式
に
鷹
計
け
と
錬
じ
た
ま
ふ
。

舞
ｒ
に
晨
ぅ観
ち棘

を
夕
け
て
計
く
。

耐
の
雛
鋭

麟
ぅ湖
載
ぽ
は
ヽ
訓
を
理
す
る
征
に
脱
黎
燿
づ
計
う
て
辞
か
ん
と
対
む
。
学
雌
の
載
ぽ
は
鷹
齢
げ
燿
に
舘
じ

た
ま
ふ
は
、
耐
の
載
ぽ
療
に
唐
れ
ば
売
の
減
僣
が
れ
ば
´
へ
て
餞
ゲ
ピ
ベ
ず
。
置
に
針
じ
て
謝
か
し
む
。
麟
対
が
好
の

計
く
屏
彗
に
規
は
ざ
る
こ
と
繭
く
、
興
が
丁
き
屏
難
し
。
Ｐ
貯
に
対
の
計
ひ
を
行
た
ず
し
て
舛
に
針
じ
て
甦
に
計
か
し

む
。

〔佛
醜
け
と
命
じ
た
ま
ふ
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
日
）

（絶
じ
て
五
乗
を
會
す
る
中
の
第
一
に
、
佛
が
読
き
な
さ
い
と
命
じ
ら
れ
ま
す
。）

灘
ち銀
鷲
に
↓
獄
識
鯛
離
識
の
最
載
智
句
河
を
辞
く
べ
し
と
は
ヽ
更
に
つ
づ
け
て
諸
佛
の
や
う
に
、　
所
生
の
五
乗
と
、　
能
生
の
緑

受
正
法
と
、
み
な

一
乗
に
入
る
こ
と
を
説
き
な
さ
い
、
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
一七



（訓
讀
文
）

湖
ぢ僕
鷲
二譜
ニタブ
札
賦
離
齢
臓
識
ノ難
盤
禦
与
湖
・フと
は
ヽ

く
べ
し
と
な
り
。

紅
典
訓
讀
文

薩
雌

魏
に
ヶ
げ
た
ま
は
く
軌灘
箸

甦
に
一、、っ鷲
識
薩
臓
記
の
最
ぅ剛
し耐

湖
を
計
く
べ
し
、
と
。

経
典
（帥
翻
勤
趾
コ

佛
告
プ
〓

，
勝
菫
一。
汝
今
更
ニ

読
フ
ベ
ィ

一
切
諸
佛
所
説
ノ
撮

受
正
法
・，。

〔
勝
〓
旨
を
奉
じ
て
論
く
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
□
）

（絶
じ
て
五
乗
を
會
す
る
中
の
）
第
二
に
、
勝
董
が
佛
の
仰
せ
を
奉
じ
て
説
く
に
つ
い
て
、
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
先
づ
能
生
の
撮
受
正
法
を
會
し
て

一
乗
に
牧
め
と
り
、

第
二
に
、
世
尊
。
阿
締
達
池
の
…
…
如
く
か
ら
以
下
は
、
所
生
の
五
乗
を
會
し
て

一
乗
に
牧
め
と
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

孵
ｒ
に
跳
端
識
を
村
じ
て
謝
く
に
貯
き
て
、
叫
ザ
ゴ
を
り
。

第
４
に
ガ
づ
留
曇
ど
鬱
し
ヽ

二
八

薙
に
朦
に
識
体
の
だ
く
離
曇
・ぅ紹
曇
ぅ鵠
一、、ち赳
ぽ
だ
る
を
計

糎
典
現
代
語
認

佛
が
勝
菫
に
告
げ
て
仰
せ
ら
れ
る
。
「
お
前
は
、
今
か
ら

更
に
つ
づ
け
て
、　
一
切
の
諸
佛
が
読
か
れ
た
撮
受
正
法
を

読
き
な
さ
い
。
」
と
。



射
ゴ
に
ど
輔
。
妊
ンＰ
報
配
廿
‥′…
・循
り
喋
Ｗ
ヽ
尻
畳
ソ
針
す
。

〔能
生
を
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
上
国
１
１
）

（勝
重
旨
を
奉
じ
て
説
く
中
の
）
第

一
に
、
能
生
の
撮
受
正
法
を
會
す
る
中
に
つ
い
て
、
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
，
正
し
く
能
生
を
會
し
、

第
二
に
、
能
生
を
會
す
る
こ
と
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

　́
籍
式
に
留
畳
′
舒
す
る
輯
に
詳
き
て
蒸
ゴ
が
り
。

第

一
に
正
し
く
會
し
、

籍
ｒ
に
針
を
離
デ
。

〔
正
し
く
能
生
を
會
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
１
０
１
□
１
１
１
０
）

（能
生
を
會
す
る
中
の
第

一
に
、
正
し
く
能
生
を
會
し
ま
す
。
）

印
ち
是
れ
摩
訂
街
な
り
と
は
、
能

生

撮

難

（八
地
以
上
の
菩
薩
が
五
乗
の
萬
善
の
行
を
出
生
せ
し
め
、
か
つ
撮
め
取
る
）

４木

（八
地
以
上
の
菩
薩
が
、
自
分
が
救
は
れ
る
こ
と
だ
け
を
求
め
ず
、
先
づ
衆
生
を
教
化
し
、
衆
生
と
共
々
佛
の
救
ひ
に
あ
づ
か
る
）

正
説
　
第
五

・
一
乗
章

の
心
は
、
大

の
心
と
同

二
九



じ
く

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

輛
な慧
レＦ
Ｔ
繊
す
と
は
ヽ
超
・し句
雌
郵
の
蜃
ぽ
叫
ザ
対
私
が
曖
ど
ち́な
り
と
嗽
す
な
り
。

経
典
（鉦れ飲
端
）

勝
重
自
い
夕
佛
；

善
キ
哉
世
奪
。

唯
然
ッ
受
け
ント
教
フ
。
　
印
チ
白
い

佛
誓
ロ
タ
。
世
奪
。
撮
受
正
法
卜
＾

者
。
印
チ
是
レ摩
訂
衛
ナ
リ
０

〔
能
生
の
會
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
上
国
１
１
１
０
）

（能
生
を
會
す
る
中
の
）
第
二
に
、
能
生
を
會
す
る
こ
と
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
所

旬

（生
み
出
さ
れ
る
五
乗
の
善
）
が
既

に

一
つ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
能

生
だ
五
乗
の
善
を
生
み
出
す
八
地
以
上
の
萬
行
）
が
ど
う
し
て

一
つ
で
な

い
こ
と
が
あ
り
得
ま
せ
う

か
、
と
い
ふ
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
経
典
の
此
の
と
こ
ろ
は
、
所
生
の
五
乗
を
會
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
ま
す
が
、
し
か
し

所
生
の
五
乗
を
列
摯
し
て
、
以
て
能
生
が
高
行
を
會
す
る
理
由
を
繹
き
明
し
て
ゐ
ま
す
。
所
生
の
五
乗
を
會
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り

三
〇

紅
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

勝

髪

佛
に
自
さ
く
。
善
き
哉
世
箪
。
　

勝
重
が
佛
に
申
し
あ
げ
て
言
ふ
。
「
有
難
い
お
言
葉
で
す
。

唯
然
り
教

へ
を
受
け
ん
と
。
印
ち
　
　
世
箪
よ
。
全
く
仰
せ
の
通
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
教

へ
を

佛
に
自
し
て
言
さ
く
。
世
奪
。
構
　
　
奉
持
い
た
し
ま
す
。
」
と
。
そ
し
て
直
ち
に
佛
に
申
し
あ

受

正

配
と
は
、
印
ち
是
れ
摩
訂
衛
　
　
げ
て
言
ふ
。

「
世
箪
よ
。

撮
受
正
法
と
は
、
印
ち
摩
訂
衝

な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（八
地
以
上
の
大
乗
）
で
あ
り
ま
す
。
」



ま
せ
ん
。

（訓
讀
文
）

舞
ｒ
に
舒
を
離
デ
。

る
に
似
た
れ
ど
も
、

経
典

（能
生
の
會
を
澤
す
）

何
フ
以
，
′
故
ら

摩
訂
衛
ト
ハ者
。

出
〓
生
ス
レず
二

切
馨
聞

。
縁

覺

。
世
間

。
出
世
間
ノ
善
法
・ヮ。

〔
所
生
を
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
上
国
１
２
）

（勝
重
旨
を
奉
じ
て
説
く
中
の
）
第
二
に
、
所
生

（八
地
以
上
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
五
乗
の
善
）
を
會
し
て

一
乗

に
収
め
と
る
中
に
つ

い
て
、
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
二
つ
の
比
喩
を
學
げ
て
、
正
し
く
會
し
ま
す
。

第
二
に
、
結
び
の
説
明
と
し
て
、
（所
生
の
五
乗
を
）
大
乗

（八
地
以
上
）
に
相
印
さ
せ
ま
す
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一二
一

臓
錢
簾
に
↓
な
れ
ば
、
販
ザ
紹
銭
究
が
ぞ
甦
な
る
を
行
ん
や
と
嚇
す
な
り
。
」
は
尻
畳
プ
舒
す

耐
も
尻
曇
″
雪
げ
て
瞬
て
留
曇
グ
曝
ナ
ｏ
農
曇
″
舒
す
る
に
な
ず
。

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

何
を
以
て
の
故
に
。
摩
訂
術
と
は
、
　

「
何
故

（撮
受
正
法
は
摩
訂
術
で
あ
る
と

い
ふ
の
）
で
あ

一
蹴
難
敵

・ん
議
醸

。
世
聞

・
出
世
　
　
り
ま
せ
う
か
。
摩
訂
行
は
、　
一
切
の
馨
聞

・
縁
覺

・
世
間

閲
の
善
法
を
出

曇
ぅ

す
れ
ば
な
り
。
　

（人
間
と
イ
ン
ド
の
諸
天
）
。
出
世
間

（七
地
以
下
の
大
乗
の
菩

薩
）
の
善
法
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」



一一一二

（訓
讀
文
）

射
ゴ
に
臓
曇
ど
舒
す
る
嘴
に
詳
き
て
水
ゴ
が
り

孵
ｐち
に
ゴ
の
ｒ
を
彎
げ
て
藤
し
く
蟹
す
。

籍
ゴ
に
組
し
て
だ
赳
ぽ
賊
す
。

〔
八
河
の
比
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
り
上
日
１
２
１
０
１
９

（二
の
比
を
撃
げ
て
正
し
く
會
す
る
中
の
）
第

一
に
、
八
河
の
比
に
つ
い
て
、

に
合
せ
る
ン」
と
）
と
が
あ
り
ま
す
ｏ

（訓
讀
文
）

孵
式
の
だ
ｒ
の
ｒ
に
計
き
て
鼎
と
箭
と
秒
り
。

〔
八
河
の
比
の
開
比
〕
（現
代
語
諄
）

（
一
―
い
―
□
１
２
１
０
ｌ
①
ｌ
□
）

（八
河
の
比
の
第

一
は
、
開
比
で
あ
り
ま
す
。
）

阿
縛
達
Ｔ
）と
は
、
此
の
國

（中
國
）
で
は
無
熱
龍
と
言
ひ
ま
す
。
龍
が
此
の
池
に
住
ん
で
居
る
の
で
す
。
そ
れ
に
因
ん
で
池
の
名

前
と
し
て
ゐ
ま
す
。
池
は
見
器
山

，
）
の
頂
上
に
在
り
ま
す
。　
そ
の
池
の
水
が
四
方
に
流
れ
出
し
て
、　
八
つ
の
大
河
に
な
り
ま
す
。

開
比

（讐
へ
を
摯
げ
る
こ
と
）
と
、
合
比

（讐
へ
を
法



八
つ
の
河
の
水
は
、
そ
れ
は
印
ち
池
の
水
で
あ
り
ま
す
。
全
く
他
の
箇
所
の
水
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　

こ
の
比
喩
を
法
に
引
き
合
せ

る
な
ら
ば
、
八
地
以
上
の
大
乗
か
ら
生
ず
る
四
乗

（人
天
乗

・
聾
聞
乗
・
縁
覺
乗

・
七
地
以
下
の
菩
薩
乗
）
は
、
印
ち
八
地
以
上
の
大
乗

で
あ
り
ま
す
。
決
し
て
他
の
異
な

つ
た
乗

（教
Ｃ

で
は
無
い
、
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

此
の
比
喩
は
、
八
地
以
上
の
大
乗
が

四
乗
を
生
み
出
す
、
そ
の
始
ま
り
の
意
味
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

（１
）阿
簿
達
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
北
に
在
る
と
い
ふ
想
像
上
の
池
。
龍
が
住
み
、
周
り
は
八
百
里
と
い
ふ
。

（２
）屋
青
山
　
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
北
に
在
つ
て
、
こ
の
山
の
頂
上
の
大
池
か
ら
八
大
河
を
出
す
と
い
ふ
。
香
山
、
香
酔
山
と
も
稀
す
。

（訓
讀
文
）

呼
報
霧
と
は
雌
に
は
鮮
鷲
認
ど
計
ふ
。
毬
雌
の
湖
に
Ｆ
す
。
耀
に
母
り
て
響
と
が
す
。
温
は
就
権
Ｌ
の
民
ぎ
に
秒
り
。

好
の
薦
叶
耐
に
だ
げ
を
漏
ぅ齢
っす
。
だ
ザ
の
鳩
は
叫
ザ
き
れ
湖
の
結
な
り
。
鷲
に
黙
の
結
に
競
ず
。　
献
づ
せ
時
対
痛

健
り
曇
す
る
屏
″
鴎
利
は
叫
ザ
き
れ
対
難
が
り
。
甦
に
製
利
鯖
し
と
い
ふ
。　
雌
の
ぼ
は
難
の
胤
場
の
デ
を
嗽
す
。

経
典

（八
河
の
比
の
開
比
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
調

世
奪
。
如
シ
阿
褥
達
池
′
出
考
　
　
世
奪
。
阿
繹
達
池
の
八
大
河
を
出
　
　
「
世
葦
よ
。
阿
褥
達
と
い
ふ
大
き
な
池
か
ら
、　
八
つ
の
大

八
大
河
・ヮ。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
が
如
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
な
河
が
流
れ
出
す
が
如
く
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
八
河
の
比
の
合
比
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
□
１
２
１
０
ｌ
①
ｌ
□
）

正
説
　
第
五
・
一
乗
章
　
　
　
一三
二



（八
河
の
比
の
）
第
二
に
、
合
比

（比
喩
を
法
に
合
せ
る
）
で
あ
り
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

孵
ｒ
の
争
は
貯
つ
菅
し
。

三
四

経
典
現
代
語
課

「
こ
の
や
う
に
摩
訂
衛

（八
地
以
上
の
大
乗
）
は
、
　
一
切

の

馨
聞

・
縁
覺

。
世
間

。
出
世
間

の
善
法
を
生
み
出
し
ま

す
。
」

”撃
興

（八
河
の
比
の
合
比
）

如
”
是
ノ
０
摩
訂
行
バ出

〓
生
ス

一
切
馨
聞

・
縁
覺

・
世
閲

・

出
世
間
′
善
法
・フ。

経
典
訓
讀
文

般
の
妊
く
、
ど
計
織
は
ぃ「
蹴
難
敵

・ん

続
蒙

・
ビ
剛
・
齢
雌
醜
の
割
蒲
を

齢
っ曇
ぅす
。

〔種
子
の
比
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
い
上
国
１
２
１
０
１
②
）

（二
の
比
を
拳
げ
て
正
し
く
會
す
る
中
の
）
第
二
に
、
種
子
の
比
喩
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第
二
に
種
子
の
比
な
り
。

〔種
子
の
比
の
開
比
〕
（現
代
語
評
）

（
一
１
０
⊥
日
１
２
１
０
１
②
ｌ
回
）

（種
子
の
比
の
第

一
は
、
開
比
で
あ
り
ま
す
。
）



種
子
は
地
に
依
り
て
生
ず
と
は
、
種
子
は
印
ち
地
大
Ｔ
）
（地
と
い
を
万
素
）
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
種
子
の
比

喩
を
法
に
営
て
は
め
て
述
べ
ま
す
と
、
四
乗

（人
天
乗

・
聾
聞
乗
・
縁
覺
乗

・
七
地
以
下
の
菩
薩
乗
）
は
、
八
地
以
上
の
大
乗
に
よ
つ
て

増
長
し
ま
す
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
四
乗
は
八
地
以
上
の
大
乗
に
成
り
ま
す
。

ま
た
次
の
や
う
な
解
澤
も
あ
り
ま
す
。
―
―
地
に
よ
つ
て
種
子
は
生
長
す
る
。
種
子
は
地
を
離
れ
な
い
。
八
地
以
上
の
大
乗
に
よ

つ
て
五
乗
は
生
み
出
さ
れ
る
。
五
乗
は
八
地
以
上
の
大
乗
を
離
れ
な
い
。
　

若
し
さ
う
な
ら
ば
、
こ
の
雨
つ
の
物
は
お
互
ひ
に
離
れ

な
い
。
ど
う
し
て

一
つ
の
も
の
に
合
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
で
き
な
い
。
　

そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
て
言
ふ
。
種
子
は
生
長
し

た
後
に
、
も
と
の
地
に
還
る
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

此
の
種
子
の
比
喩
は
、
四
乗
が
絡
に
は
八
地
以
上
の
大
乗
に
帰
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

（１
）地
大
　
大
は
元
素
。　
一
切
の
物
質
を
構
成
す
る
四
大
の
一
つ
。
四
大
と
は
、
ｏ
地
大
は
堅
さ
を
本
質
と
し
、
物
を
保
持
す

る
働
き
を
も
つ
。
ｏ
水
大
は
瀑
を
本
質
と
し
、
物
を
牧
め
あ
つ
め
る
働
き
を
も
つ
。
口
火
大
は
熱
さ
を
本
質
と
し
、
物
を
成

熟
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
。
四
風
大
は
動
き
を
本
質
と
し
、
物
を
生
長
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
。

（訓
語
文
）

秘
デ
側^
”ぜ
二曇
ゎと
は
、
齢
＃
は
臨
ザ
き
れ
が
ぶ
な
り
と
嚇
す
。　
配
に
任
せ
ば
鴎
剰
は
対
赳
ピ
健
り
て
嘱
鷺
す
。
蹴

に
ぶ
叫
ザ
さ
れ
対
難
が
り
。

理
機
が
ら
く
。
ど
に
だ
り
て
齢
デ
を
曇
ず
。
勧
デ
は
が
を
継
れ
ず
。
対
赳
ぽ
僣
り
て
葛
剰
を
雌
す
。
■
剰
は
パ
赳
′
灘

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一一一五



一二
一ハ

れ
ざ
る
な
り
。
　

若
し
爾
ら
ば
但
是
れ
雨
物
相
ひ
離
れ
ず
。
那
ぞ

一
に
會
す
こ
と
を
得
ん
や
。
　

澤
し
て
日
は
く
、
後

に
還
り
て
地
と
篤
る
な
り
と
。

此
の
書

へ
は
其
の
終

成

を
明
す
。

〔
種
子
の
比
の
合
比
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
□
１
２
１
０
ｌ
②
ｌ
□
）

（種
子
の
比
の
）
第
二
は
、
合
比
で
あ
り
ま
す
。
組
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

だ
い
に
　
　
　
」́う
　
　
み
　
　
ぺ

『
・
レ
。

第
二
の
合
は
見
つ
市

経
典
現
代
語
課

経
典
訓
讀
文

経
典

（種
子
の
比
の
合
比
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
。
　

「
こ
の
や
う
に
、　
一
切
の
聾
聞

・
縁
覺

。
世
間

。
出
世
閲

か
く
　
　
一
ヽ
と
　
　
　
　
い
つ
さ
い
し
よ
う
も
ん
　
た
ん
が
で

是
の
如
く
、　
一
切
馨
聞

。
縁
畳

如
”
是
′
。　
一
切
馨
聞
・縁
覺
。

に̈
　
　
の
善
行
は
、
八
地
以
上
の
大
乗
に
よ
つ
て
檜
長
す
る
こ
と

せ
　
け
ん
　
　
じ
ゆ
つ
せ
け
ん
　
　
せ
ん
だ
う
　
　
だ
い
じ
■

世
閲

・
出
世
間
の
善
法
は
大
乗

世
聞
・出
世
間
ノ善
法

依^
，

大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・得
。
　

が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

よ
　
　
　
　
　
し
か
　
　
そ
う
ち
よ
う

依
り
て
而
も
檜
長
す
る
こ
と
を

乗
一而
モ得
〓
増
長
一スル
，
Ｏ

〔御
語
課
〕
（現
代
語
詳
）

一と
は
、
七
地
以
下
の
大
乗
を
謂
ひ
ま
す
。
し
か
る
に
、
七
地
以
下

し
ゆ
つ
せ
け
た

せ
け
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
）
諸
天
を
謂
ひ
ま
す
。
　

出
世
間

世
間
と
は
、
人
間
と
イ
ン
ド
（

の
大
乗
に
つ
い
て
も
、
比
喩
を
法
に
あ
て
は
め
る
理
由
は
、
七
地
以
下
の
大
乗
は
昔
日

（小
乗
の
教
へ
が
説
か
れ
て
ゐ
た
時
）
に
は
、
三



乗

（聾
蘭
乗
・
縁
覺
乗

・
菩
薩
乗
）
の
中
に
入
つ
て
ゐ
た
の
で
、
そ
の
故
に
、
大
乗
で
は
あ
り
ま
す
が
、
比
喩
を
法
に
あ
て
は
め
る
の

で
あ
り
ま
す
。（訓

讀
文
）

世
開
と
は
謂
は
く
人
天
な
り
。
　

出
世
間
と
は
謂
は
く
七
地
以
還
の
大
乗
な
り
。
然
る
に
只
七
地
以
還
に
就
き
て
合
を

篤
す
所
以
は
、
七
地
以
還
の
大
乗
は
昔
日
三
の
中
に
入
る
、
故
に
例
り
て
合
を
篤
す
な
り
。

〔
所
生
を
會
す
る
の
結
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
上
国
１
２
１
０
）

所
生
を
會
す
る
中
の
第
二
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
　

此
の
中
で
い
ふ
大
乗
と
は
、
七
地
以
下
の

大
乗
を
謂
ひ
ま
す
。

（副
讀
文
）

ぜ
′耀
二行
り
喋
Ｗ
、
昴
畳
′
舒
す
る
輯
の
籍
ゴ
の
鮮
な
り
。　
雌
の
戦
に
対
霜
ど
は
識
は
く
毬
ぜ
喋
別
の
対
だ
が
り
。

経
典

（効
稚
嘘
鯖
）
　

　

　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

是
′
故
〓

世
箪
。

住
フ
於
大
　
　
是
の
故
に
、
世
奪
。
大
乗
に
住
し

　

「
か
う
い
ふ
わ
け
で
、

世
奪
よ
。

大
乗
の
境
地
に
あ

つ
て

乗
一撮
二
受
ス
ル
ハ大
乗
・フ。
　
印
チ
　
　
て
大
乗
を
撮
受
す
る
は
、
印
ち
是
　
　
大
乗
の
善
行
を
撮
め
と
る
こ
と
は
、
印
ち
こ
れ
は
、
二
乗

是
ン
住
ン
於
二
乗
一撮
〓
受
ス
ル
す
　
　
れ
二
乗
に
住
し
て
二
乗
と

一
妹
ど
　
　
の
境
地
に
あ

つ
て
二
乗
雄
び
に

一
切
の
世
間

。
出
世
間
の

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一二
七



二
乗
卜
。
一
切
世
閲

・
出
世

閲
′善
法
・トヮ。

〔
別
に
二
乗
の
因
を
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
）

（正
し
く
皆

一
乗
に
人
る
こ
と
を
明
す
中
の
）
第
二
に
、

世
尊
の
…
…
が
如
し
か
ら
以
下
は
、　
特
別
に
二
乗
の
因
を
會
し
て

一
乗

に
収
め
と
り
ま
す
。
　

ま
た
分
け
て
五
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
六
虎

盆
ハ
つ
の
道
理
）
を
列
學
し
て
、
絶
括
し
て
會
し
て

一
乗
に
牧
め
と
り
ま
す
。
昔
、
小
乗
を
學
ん
だ
時
、
此
の
六
虎

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
、
此
の
六
虎
を
會
し
て

一
乗
に
入
れ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
六
虎
と
は
、
一
に
は
教

へ
に

「
興
」

と

「
表
」
と
が
あ
り
、
二
に
は
戒
に

「得
」
（善
を
得
る
）
と

「
離
」
（悪
を
離
れ
る
）
と
が
あ
り
、
三
に
は
人
に

（出
家
す
る
と

い
ふ
）
「
始
」
と
、
（具
足
戒
Ｔ
）を
受
け
る
と
い
ふ
）
「
絡
」
と
が
あ
る
こ
と
を
い
ひ
ま
す
。
以
上
を
合
せ
て
六
虎
と
し
ま
す
。

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
教

へ
に

「
興
」
と

「
衰
」
と
が
あ
る
こ
と
を
別
々
に
撃
げ
て
、
會
し
て

一
乗
に
入
れ

ま
す
。

第
三
に
、
波
羅
提
木
叉
か
ら
以
下
は
、
戒
に

「得
」
と

「
離
」
と
が
あ
る
こ
と
を
別
々
に
學
げ
て
、
會
し
て

一
乗
に
入
れ
ま
す
。

第
四
に
、
是
れ
出
家
な
り
か
ら
以
下
は
、
人
に

「
始
」
と

「
修
」
と
が
あ
る
こ
と
を
別
々
に
學
げ
て
、
會
し
て

一
乗
に
入
れ
ま
す
。

第
五
に
、
２

乗
に
入
る
と
い
ふ
）
「
果
」
を
拳
げ
て
、
「
因
」
に
比
較
し
て
ゐ
ま
す
。

け
ん
　
　
し
ゆ
つ
せ
け
ん
　
　
ぼ
ん
ぼ
う
　
　
　
　
し
よ
う
じ
ゆ

聞

・
出
世
間
の
善
法
と
を
撮
受
す

る
な
り
。

三
八

善
行
を
、
（八
地
以
上
の
大
乗
に
）
撮

め
と

る
こ
と
で
あ

り
ま
す
。
」



（１
）
具
足
戒
　
出
家
し
た
比
丘

（男
）、
比
丘
尼

（女
）
の
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
戒
。
諸
説
が
あ
る
が
、
比
丘
に
は
二
百
五

十
戒
、
比
丘
尼
に
は
三
百
四
十
八
戒
あ
る
と
い
ふ
。

（訓
讀
文
）

如
ン世
尊
ノ…
…
・ガ従
り
以
下
、
第
二
に
別
に
二
乗
の
因
を
會
す
。
　
叉
分
ち
て
五
と
篤
す
。

籍
式
に
表
戯
を
智
げ
て
絣
じ
て
辞
す
。
哉
既
に
、
プ
學
び
し
と
き
ヽ
雌
の
々
戯
が
り
。
理
に
れ
を
鬱
し
て
一、、ちに
た
る

を
嚇
す
。
衆
戯
と
は
ヽ
４
に
は
養
ピ
甦
と
認
と
粋
り
ヽ
ｒ
に
は
燃
に
徴
と
設
と
な
り
ヽ
武
に
は
だ
に
か
と
編
ど
を

る
を
い
ふ
。
合
し
て
六
と
篤
す
な
り
。

射
ゴ
に
耐
ヮ曖
；
耀
二征
リ
ソ
ず
、
肛
し
て
奏
ぽ
射
。
隷
や
る
こ
と
を
鬱
す
。

舞
載
に
ど
貯
獄
毅
熱
管
リ
ガ
ず
ヽ
圧
し
て
燃
に
往
・
ぽ
が
る
こ
と
を
會
す
。

新
酔
に
慧
レ齢
寿
す
征
り
喋
Ｗ
ヽ
圧
し
て
だ
に
が
・
繊
札
る
こ
と
を
舒
す
。

孵
ｒ
に
け
Ｐ
湖
行
り
喋
Ｗ
ヽ
黙
を
智
げ
て
配
に
澪
す
。

〔
六
虚
を
畢
げ
て
線
じ
て
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
日
）

（別
に
二
乗
の
因
を
會
す
る
中
の
第

一
に
、
六
虎
を
列
學
し
て
、
絶
括
し
て
會
し
て

一
乗
に
入
れ
ま
す
。
）

世
尊
の
六
虚
を
読
き
た
ま
ふ
が
如
し
と
は
、
総
括
し
て
六
虎

盆
ハ
つ
の
道
理
）
を
拳
げ
て
口
に
出
し
て
た
た

へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一二
九



四
〇

此
の
六
虎
は
、
壼
智

（小
乗
の
十
段
階
の
智
の
う
ち
の
第
九
智
。
煩
悩
を
断
じ
蓋
し
て
得
ら
れ
た
智
）
。
無
生
智

（同
じ
く
第
十
智
。
も
は
や
未

末
の
苦
果
は
生
じ
な
い
と
自
覺
す
る
智
）
を
生
ず
る
虎
で
あ
り
ま
す
。

次
に
六
虎
を
列
撃
し
ま
す
。
　

正
法

住
と
正

法

減
と
と
は
、
此
の
二
句
は
、
佛
の
教

へ
の
正
法
に
興
る
時
と
衰

へ
る
時
と
が
あ

る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
此
は
二
乗
（聾
聞
乗

・
縁
覺
乗
）が
悟
り
と
い
ふ
果
を
得
る
縁
で
あ
り
ま
す
。
正

法

住
と
は
、
澤
奪
の

入
滅
の
後
の
五
百
年
の
う
ち
は
、
そ
の
教
化
の
影
響
が
ま
だ
毀
れ
な
い
で
ゐ
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
此
の
句
は
、
正
法
が
盛
ん
な
時

を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
正

法
減
と
は
、
澤
算
の
入
滅
か
ら
五
百
年
を
経
過
し
た
以
後
、
像
法

（教
と
行
と
の
形
式
だ
け
が
残
つ
て
ゐ
る
時

代
）
の
中
を
謂
ひ
ま
す
。
此
の
句
は
、
正
法
が
衰

へ
る
時
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

波
羅
提
木
叉
と
此
尼
と
と
は
、
此
の
二
句
は
、

戒
に

″
善
を
得
る
戒
″
と

″
悪
を
離
れ
る
戒
″
と
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
此
は
二
乗
が
悟
り
と
い
ふ
果
を
得
る
因
で
あ

り
ま
す
。
波
羅
提
木
叉
と
は
、
漢
詳
す
る
と

「
保
解
腕
」
と
言
ひ
ま
す
。
此
の
句
は
、
善
を
得
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
砒
尼

と
は
、
漢
詳
す
る
と

「
滅
悪
」
と
言
ひ
ま
す
。
此
の
句
は
、
悪
を
離
れ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
戒
に
は
、
善
を
得
る
働
き
と
、

悪
を
滅
す
る
働
き
と
が
あ
る
こ
と
を
言
ひ
ま
す
。
　

出
家
と
受
具
足
と
と
は
、

人
の
修
行
に
は
、

（出
家
す
る
と
い
ふ
）
始
め
と
、

（具
足
戒
を
受
け
る
と
い
ふ
）
修
り
と
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。　
こ
れ
こ
そ
、　
教

へ
を
稟
け
て
善
を
行
ず
る
の
人
で
あ
り

ま
す
。
始
め
と
修
り
と
が
あ
る
、
と
い
ふ
の
は
、
出
家
は
、
親
も
と
を
離
れ
世
俗
を
離
れ
て
、
三
費
に
帰
依
す
る
戒
を
受
け
る
の
で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
修
行
の
始
め
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
受
具
足
は
、
白
四
渇
磨
Ｔ
）
（具
足
戒
を
受
け
る
際
の
作
法
）
を
し
て
律
儀
戒

（諸
々
の
律
儀
を
守
つ
て
悪
を
離
れ
る
戒
）
を
備

へ
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
こ
れ
は
修
行
の
象
醇
り
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

以
上
の
六
句



は
、
六
虎
を
列
拳
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

大
乗
の
篤
の
故
に
此
の
六
虎
を
読
く
と
は
、
正
し
く
六
虎
を
絶
括
し
て
、
會
し
て

一
乗
に
入
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（１
）
白
四
掲
磨
　
具
足
戒
を
受
け
る
際
の
厳
格
な
儀
式
。
作
法
賞
行
者
が
戒
を
受
け
る
本
人
に
代
つ
て
先
づ
そ
の
意
志
を
告
白

す
る
こ
と
を

「
白
」
と
言
ふ
。
次
に
三
度
そ
の
可
否
を
衆
信
に
問
ふ
の
を

「
三
渇
磨
」
と
言
ふ
。
ヨ

白
」
と

コ
ニ
潟
磨
」
を

合
せ
て
白
四
潟
磨
と
言
ふ
。

（訓
讀
文
）

妊
″ど
輔
ノ譜
卦玉
子
滋
戯
・フと
は
ヽ
経
じ
て
景
戯
を
囁
ふ
。
雌
の
表
は
き
れ
討
智
。
鯖
曇
智
を
曇
ず
る
の
ぼ
が
り
。

嬉
に
表
戯
を
狙
す
。
■
ぅ蒲
じ配
卜
・
甦
峙

虎
卜と
は
ヽ
雌
の
ゴ
は
養
ぽ
甦
・
隷
粋
る
こ
と
を
嚇
す
。
」
は
さ
れ
珊
利
徴
慇

の
機
な
り
。■
ぅ痛
じ留

と
は
催ヽ
灘
ぼ
の
健
の
葺
較
鏡
の
囃
に
詳
財
利
だ
猟
れ
ざ
る
を
計
ふ
。
雌
の
が
は
難
を
嚇
す
。しＥ

藩
潔
と
は
ヽ
葺
蔵
鏡
の
術
の
第
河
の
嘴
を
計
ふ
。
雌
の
Ｔ
は
気
を
嚇
す
。
　
だ
貯
獄
殺
難
卜
・
ビ
勝
卜と
は
ヽ
雌
の
ｒ
が

は
燃
に
篠
・
館
が
る
こ
と
を
嗽
す
。
Ｌ
は
唐
れ
班
剰
篠
霜
の
町
な
り
。
潔
Ｐ
掛
毅
熟
と
は
ヽ
雌
に
は
特
爾
鵬
と
計
ふ
。

雌
の
び
は
罰
を
響
る
こ
と
を
嗽
す
。
ビ
唐
と
は
ヽ
雌
に
は
灘
勲
と
計
ふ
。
け
の
が
は
館
を
嗽
す
。
認
に
徴
割
と
灘
磁
と

の
鵬
粋
る
こ
と
を
計
ふ
。
　
雌
恭
卜
・
郵
野
践
卜と
は
ヽ
雌
の
ゴ
ザ
は
た
に
帰
。
繊
札
る
こ
と
を
嚇
す
。
」
は
さ
れ
養
ヘ

を
評
け
て
議
を
ゲ
ず
る
の
だ
な
り
。
貯

・
繊
税
り
と
は
ヽ
陽
婦
は
織
を
計
し
ば
を
麟
れ
て
式
康
を
ぞ
く
る
な
り
。
」
は

が
を
嚇
す
。
郵
野
麟
は
醸
匠
競
産
し
て
鶴
デ
撚
を
雌
ふ
る
を
計
ふ
。
雌
は
継
７
は
す
。
　
雌
の
な
が
は
々
戯
を
狙
す
る

正
読
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
四
一



な
り
。

雛
ン対
梨
・′ぅ概
二譜
ン雌
′々
戯
・フと
は
ヽ
理
し
く
絣
じ
て
舒
す
。

経
典

（絋
蹴
Ｑ
解
河
て
）　
　
　
　
経
典
訓
讀
文

如
シ
世
奪
′
読
一
王
子
六
庭
・フ。
何
　
　
世
奪
の
六
虎
を
読
き
た
ま
ふ
が
如

等
ヮ
ヵ
馬
墜
ハ
ト

．
謂
ク
正
法
住
卜
。　
　
し
。
何
等
を
か
六
と
篤
す
。
謂
は

正

法

滅

卜

・
波

羅

提

木

叉

卜

・

　

く

甦

峙

齢

ど

甦

峙

配

と

だ

貯

州

砒

尼

卜

・
出

家

卜

・
受

具

足

ト
ナ
ふ

　

殺

甦

と

ば

庁

と

雌

狩

と

難

ギ

厳

と

篤
ン
大
乗
一ノ故
二読
ン
此
ノ
ユハ
虎
・ワ。
　

な
り
。
大
乗
の
馬
の
故
に
此
の
六

虎
を
読
く
。

四
二

紅
典
現
代
語
澤

「
世
奪
が
六
つ
の
道
理
を
お
読
き

に
な
つ
て
を
ら
れ
る
通

り
で
あ
り
ま
す
。
何
等
を
六
と
す
る
の
か
と
謂
ひ
ま
す
と
、

正
法
住

（正
法
が
存
績
し
て
ゐ
る
状
態
）
と
正
法
滅

（正
法
が

滅
び
て
し
ま
ふ
状
態
）
と
波
羅
提
木
叉

（解
腕
を
保
つ
戒
）
と

砒
尼

（悪
を
滅
す
る
戒
）
と
出
家

（佛
門
に
入
る
）
と
受
具
足

（具
足
戒
を
受
け
る
）
と
で
あ
り
ま
す
。
（世
奪
は
、
八
地
以

上
の
）
大
乗
に
撮
め
と
る
た
め
に
、
此
の
六
つ
の
道
理
を

説
か
れ
ま
す
。
」

〔数
に
興

。
衰
有
る
こ
と
を
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
上
日
）

（別
に
二
乗
の
因
を
會
す
る
中
の
）

第
二
に
、　
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
教
へ
に
興
る
時
と
、
衰

へ
る
時
と
が
あ
る
こ
と

を
、
別
々
に
學
げ
て
、
會
し
て

一
乗
に
入
れ
ま
す
。
先
に
正
法
住
を
會
し
て

一
乗
に
入
れ
、
後
に
正
法
滅
を
會
し
て

一
乗
に
入
れ



ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

慨
ワ曖
，
起
二行
リ
ソ
ず
、
籍
ｒ
に
圧
し
て
養
ぽ
則
・隷
な
る
こ
と
を
舒
す
。
舛
に
は
Ｐ
舒
し
鶴
に
灘
を
舒
す
。
貯
つ
丁

し
。

何
囃

ノ
崎

贔

嗜

打

鑽

藉

鑽

に
、
晨
雌

齢
ど
ヽ

篤
ン
大
乗
・ノ故
二読
ク
ヤ
０　
大
乗
　
　
大
乗
の
馬
の
故
に
読
く
や
。
大

剰

位
ス
レ
バ
者
印
チ
正
法
住
ス
レず
と
　
　
住
す
れ
ば
印
ち
正

河
じ

ぽ
す
れ
ば

正
法
滅
卜
者^
。
鳥
ン
大
乗
・ノ故
二
　

な
り
。
正

法

滅
と
は
、
大

剰
の

説
タ
ャ
。
大
乗
滅
ス
レ
バ者
印
チ
正
　
　
篤
の
故
に
読
く
や
。
　
大

乗

滅
す

法
滅
ス
Ｘ
ナ
ι
　
　
　
　
　
　
　
れ
ば
郎
ち
正

法

滅
す
れ
ば
な
り
。

〔御
語
澤
〕
（現
代
語
辞
）

此
の
何
を
以
て
の
故
に
は
、
下

（
の
正
法
滅
）
に
も
か
か
つ
て
ゐ
る
句
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

雌
の
耐
フ曖
；
盤
二は
職
に
溺
じ
て
機
ど
が
す
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
四
三

経
典
現
代
語
課

「
何
故
に
、
正
法
住
と
は
、
大
乗

（八
地
以
上
）
に
撮
め
と

る
た
め
に
読
く
の
で
せ
う
か
。
大
乗
が
住
し
て
ゐ
れ
ば
、

印
ち
正
法
が
住
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
（何
故
に
）

正
法
滅
と
は
、
大
乗

（八
地
以
上
）
に
撮
め
と
る
た
め
に

読
く
の
で
せ
う
か
。
大
乗
が
減
び
て
し
ま

へ
ば
、
印
ち
正

法
が
滅
び
て
し
ま
ふ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」



四
四

〔
戒
に
得

・
離
有
る
こ
と
を
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
□
）

（別
に
二
乗
の
因
を
會
す
る
中
の
）
第
三
に
、
波
羅
提
木
叉
か
ら
以
下
は
、
戒
に

″
善
を
得
る
戒
″
と

″
悪
を
離
れ
る
戒
″
と
が
あ

る
こ
と
を
別
々
に
畢
げ
て
、
會
し
て

一
乗
に
入
れ
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
、
印
ち
四
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
波
羅
提
木
叉

（解
脱
を
保
つ
戒
）
と
砒
尼

釜
心を
滅
す
る
戒
）
と
が

一
般
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
戒
を
正
し
く
會
し
て

一
乗
に
入
れ
ま
す
。
砒
尼
と
は
印
ち
大
乗
の
學
な
り
と
い
ふ
句
が
、
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。

第
三
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
會
し
て

一
乗
に
入
れ
る
こ
と
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
佛
は
既
に
大
乗
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
佛
に
従
つ
て
出
家
し
受
戒
し
ま
す
。
ど
う
し
て
大
乗
で
な
い
こ
と
が
あ
り
得
よ
う
か
、
と
い
ふ
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
戒
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
是
の
故
に
か
ら
以
下
が
是
で
あ
り
ま
す
。

経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

が
貯
獄
飛
熱
行
リ
ガ
Ｗ
は
ヽ
孵
五
に
圧
し
て
燃
に
徹
・館
が
る
こ
と
を
筆
す
。　
嘴
に
計
き
て
輛
ザ
叶
粋
り
。

第
コちに
が
謄
獄
殺
甦
と
ば
膠
と
↓
獣
な
る
こ
と
を
嚇
す
。

射
ゴ
に
理
し
く
舒
す
。
ピ
勝
・
者
醐
彙奸
難
ゎ製
す
と
い
ふ
ヽ
ほ
の
が
電
な
り
。

孵
〓
に
耐
フ駿
，
耀
二ば
り
喋
Ｗ
、
舒
を
辞
デ
。
鷹
は
療
に
き
れ
対
な
り
。
確
に
は
げ
て
齢
ぶ
し
難
獄
す
。
鶴
が
ぞ
ガ

に
非
ざ
る
を
得
ん
や
と
明
す
。



舞
け
に
謹
す
。
〓
′盤
二征
り
喋
Ｗ
、
武
な
り
。

貯
つ
丁
し
。

〔
人
に
始

。
絡
有
る
こ
と
を
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
い
―
□
）

組
典
（載
江辮
會．群
有
る）

波
羅
提
木
叉
卜
・
砒
尼
ト
ノ
此
ノ

ニ
法
ハ者
。
義

一
；
名
異
ナ
ツ
０

砒
尼
卜
印^
チ
大
乗
′
學
ナ
リ
０

何
ヮ
以
テ
ノ
故
ら

以
″
ナ
リ
依
”
佛
ニ

出
家
ソ
而
モ受
ン
ル
フ
具
足
↓
。

是
ノ
故
二説
ン
大
乗
ノ
威
儀
戒
＾

是
レ
砒
尼
・ナ，
と

緩
典
訓
讀
文

だ
貯
獄
衆
甦
と
ば
勝
と
の
雌
の
ゴ

湖
は
、
デ
式
に
し
て
響
難
な
り
。

」
勝
と
は
臨
ザ
対
私
が
響
な
り
。

何
を
以
て
の
故
に
。
佛
に
依
り
て

齢
郷
し
て
融
も
だ
厳
を
デ
く
る
を

以
て
な
り
。

き
の
配
に
対
私
が
粛
ぽ
就
は
ぞ
れ

ば
購
な
り
と
謝
く
。

経
典
現
代
語
澤

「
波
羅
提
木
叉
と
砒
尼
と
の
此
の
二

つ
の
戒
は
、
意
味
は

一
つ
で
あ
っ
て
、
名
稀
が
異
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
」

「
砒
尼
と
は
、
印
ち
大
乗

（八
地
以
上
）
の
學
す
べ
き
も
の

で
あ
り
ま
す
。
」

「
何
故
か
と
言
ひ
ま
す
と
、　
佛
に
依
つ
て
出
家
し
、　
し
か

も
佛
に
依
つ
て
具
足
戒
を
受
け
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

「
こ
の
故
に
、
大
乗
の
威
儀
戒

（行

・
住

。
坐
・
臥
に
お
い
て

戒
む
べ
き
こ
と
）
は
、
砒
尼

（悪
を
滅
す
る
戒
）
で
あ
る
と
読

き
ま
す
。
」

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
四
五



四
六

（別
に
二
乗
の
因
を
會
す
る
中
の
）
第
四
に
、
是
れ
出
家
な
り
か
ら
以
下
は
、
人
の
修
行
に
は
、
（出
家
す
る
と
い
ふ
）
始
め
と
、

（具
足
戒
を
受
け
る
と
い
ふ
）
修
り
と
が
あ
る
こ
と
を
、
別
々
に
摯
げ
て
、
會
し
て

一
乗
に
入
れ
ま
す
。
ま
た
三
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
大

（大
乗
の
出
家
と
受
具
足
）
で
あ
る
と
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
小

（小
乗
の
出
家
と
受
具
足
）
で
は
な
い
と
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
大
乗
で
あ

つ
て
小
乗
で
は
な
い
こ
と
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
　

そ
の
意
味
は
、

佛
は
既
に
大
乗
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
佛
に
依
つ
て
出
家
し
ま
す
。
ど
う
し
て
小
乗
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
ま
せ
う
か
。

し
か
る
に
、
た
だ
波
羅
提
木
叉
と
砒
尼
と
に
つ
い
て

一
膿
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
理
由
は
、
正
法
の
興
る
時
と
表

へ
る
時
と
は
、

前
後
時
を
異
に
し
て
を
り
、
出
家
と
受
戒
と
は
、
出
家
が
始
め
で
受
戒
が
終
り
で
同
じ
時
で
は
な
く
、
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
は
相
印
し

ま
せ
ん
。
波
羅
提
木
叉

（善
を
得
る
戒
）
と
砒
尼

（悪
を
離
れ
る
戒
）
と
は
、
印
ち
同
饉
で
あ
り
、
同
じ
時
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
相
印

す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
語
文
）

唐
レ跳
寿
す
征
り
魔
ず
ヽ
孵
酔
に
圧
し
て
だ
に
け
。繊
記
る
こ
と
を
鉾
す
。
本
武
か
り
。

期
式
に
さ
れ
対
な
り
と
嚇
す
。

孵
ｒ
に
唐
′盤
二ば
り
嚇
ず
ヽ
畳
ぽ
裁
ず
と
嚇
す
。

射
五
に
耐
フ唆
；
盤
二管
リ
ソ
ず
ヽ
慧
れ
だ
に
し
て
付
ぽ
飛
ざ
る
を
離
す
。　
卦［ふ
こ
こ
ろ
は
体
は
簾
に
さ
れ
対
な
り
。



薩
に
僣
り
て
雌
狩
す
。
覗
ぞ
さ
れ
村
が
る
を
待
ん
。

耐
る
に
囃
衆
甦
と
ば
財
と
に
絣
麟
を
嚇
す
ぽ
嚇
は
晨ヽ
ぅ河
の
甦
隷
は
耐
夢
黙
げ
な
り
、雌
豹
と
難
獄
と
は
胤
繊
↓
に
射

ずヽ
。
な
甦
と
ば
勝
と
は
餌
ザ
剛
嶽
な
り
式
け
な
り
。
耀
に
麟
す
る
な
り
。

ず
、
ｒ
嚇
に
様
腋
エ

経
典
現
代
語
課

経
典

（臥
工
猪
會．
部
有
る
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文

レ
、
（佛
に
依
つ
て
）
具
足
戒
を
受

是
れ
出
家
な
り
。
是
れ
受
具
足
な

　

「
（佛
に
依
つ
て
）
出
家
・

是
レ出
家
ナ
，
０
是
レ受
具
足
ナ
リ
０

け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

滉
”
′
。

是
の
故
に
阿
羅
漢
は
別
の
出
家
と
　
　
「
こ
の
故
に
、
阿
羅
漢

（小
乗
の
聖
者
）
は
、
大
乗
と
は
別

是
ノ
故
二阿
羅
漢
ハ無
ン
別
′
出

し
、
具
足
戒
を
受
け
る
こ
と
は
無

受
具
足
と
無
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
の
教

へ
に
依
つ
て
出
家
・

家
卜
・
受
具
足
・卜。

い
の
で
あ
り
ま
す
。
」

何
を
以
て
の
故
に
。
阿
羅
漢
は
如
　
　
「
何
故
か
と
い
ひ
ま
す
と
、　
阿
羅
漢
は
、

如
末
に
依
つ
て

何
フ
以
，
ノ
故
る

阿
羅
漢

依^
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」受
　
　
出
家
し
て
、
（如
末
に
依
つ
て
）
具
足
戒
を
受
け

る
か
ら

ら
い
　
　
ま
　
　
　
　
　
し
ゅ

っ
け

　

　

　

ぐ
　
そ
く

末
に
依
り
て
出
家
し
て
具
足
か

如
末
一出
家
ノ受
考
具
足
・フ故
；

ゅ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
あ
り
ま
す
。
」

く
る
が
故
に
。

〔
果
を
畢
げ
て
因
に
況
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
１
０
上
国
）

（別
に
二
乗
の
因
を
會
す
る
中
の
）
第
五
に
、
２

乗
に
入
る
と
い
ふ
）
果
を
學
げ
て
、
（六
虎
と
い
ふ
）
因
と
比
較
し
ま
す
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
四
七



そ
の
中
に
つ
い
て
亦
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
二
つ
の
章
門
を
立
て
ま
す
。

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
二
つ
の
章
門
を
立
て
た
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
ｏ

（訓
讀
文
）

貯
貯
潔
行
り
卵
Ｗ
ヽ
孵
ｒ
に
黙
を
輸
げ
て
澱
が
鮮
す
。
　
輯
に
詳
き
て
水
ｒ
智
り
。

孵
↓
に
耐
ぅ載
ぅ識

を
き
つ
。

孵
ｒ
に
耐
フ暖

，
盤
二征
り
喋
ず
ヽ
耐
ぅ載
ぅ職

を
離
す
。

〔
雨
章
門
を
立
つ
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
⊥
国
１
１
）

（果
を
畢
げ
て
因
に
況
す
る
中
の
第

一
に
、
二
つ
の
章
門
を
立
て
ま
す
。
）

阿
躍
漢
は
佛
に
蹄
依
す
と
は
、
善
法
が
未
だ
満
ち
て
ゐ
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

阿
羅
漢
は
恐
怖
す
る
こ
と
有
り
と
は
、

悪
を
未
だ
除
い
て
ゐ
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

け
貯
戯
ハぽ
二Ｆ
ス於
鯛
一と
は
、
割
河
の
た
だ
織
ぜ
ざ
る
を
嗽
す
。　
　
け
Ｐ
潮
ハゲ
コＦ
肝
・スル「と
は
ヽ
歌
の
耗
だ
畔
か
ざ

あ
が

る
を
明
す
。

四
八



組
典

（由
章
門
を
立
つ
）

阿
羅
漢

帰^
二
依
ス於
佛
一。

阿
羅
漢
ハ有
つ
恐
怖
一スル
３

〔
雨
章
門
を
澤
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
１
０
上
国
１
２
）

（果
を
撃
げ
て
因
に
況
す
る
中
の
）
第
二
に
、
雨
章
門
を
立
て
た
理
由
を
繹
き
明
す
中
に
つ
い
て
、
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

籍
ｒ
の
群
が
燃
に
詳
き
て
水
ゴ
が
り
。

〔
悪
の
未
だ
除
か
ぎ
る
章
門
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
国
１
２
１
０
）

（雨
章
門
を
繹
す
る
中
の
第

一
に
、
）
先
づ
悪
を
未
だ
除
い
て
ゐ
な
い
章
門
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。　
　
一
切
に

於
て
行
ず
る
こ
と
無
し
と
は
、
三
界
印
ち
こ
の
世
で
は
行
ず
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
三
界
を
超
え
た
世
界
に
於
て
佛
道
を
治
め
る
行

が
無
い
と
謂
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

怖
長
想
に
住
す
と
は
、
未
だ
憂
易
生
死
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
、
そ
れ
故
に
恐
れ
を
の
の
く
氣
持
が

胸
に
宿

つ
て
ゐ
る
、
と
謂
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

次
に
比
喩
を
摯
げ
て
繹
き
明
し
ま
す
。
人
の
剣
を
執
り
て
来
り
て
己
を
害
せ
ん
と

，』　
　
ゆ
ゑ
　
　
あ
　
ら
　
か
ん

欲
す
る
が
如
し
と
は
、
そ
の
意
味
は
、
恐
れ
を
の
の
く
さ
ま
が
そ
の
や
う
で
あ
る
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

是
の
故
に
阿
羅
漢

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
四
九

経
典
訓
語
文

阿
羅
漢
は
佛
に
帰
依
す
。

阿
羅
漢
は
恐
怖
す
る
こ
と
有
り
。

経
典
現
代
語
課

「
阿
羅
漢
は
佛
に
帰
依
し
ま
す
。
」

「
阿
羅
漢
は
恐
れ
を
の
の
く
心
を
持
つ
て
ゐ
ま
す
。
」



五
〇

に
は
究
党
の
楽
無
し
と
は
、
結
び
の
説
明
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
愛
易
生
死
が
ま
だ
蓋
き
て
ゐ
な
い
、
そ
れ
故
に
究
党
の
安

ら
ぎ
で
は
な
い
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

ガ
づ
腱
の
対
だ
解
か
ざ
る
載
ぅ醜
をし躍
す
。　
麟
３
っ妹
一鮮
”僣
夕
．と
は
ヽ
計
は
く
〓
獄
の
が
の
け
澤
の
信
難
き
な
り
。

貯
撃
播
二齢
ゎと
は
、
計
は
く
蒸
だ
戴
療
曇
建
を
殖
が
ず
、
配
に
耐
黙
の
群
麟
に
は
デ
。　
嬉
に
ぽ
を
雪
げ
て
議
が
が
す
。

妊
ンだ
ノ輔
”餌
フ懺
一ルガ癬
”獣
”ント醸
瀾と
は
　ヽ
計
ふ
こ
こ
ろ
は
耐
ぞ
す
る
こ
と
ぶ
般
の
妊
し
。　
慰
の
盤
に
け
貯
湖
に

は
祭
鰐
の
勲
鮮
し
と
は
ヽ
経
な
り
。
計
ふ
こ
こ
ろ
は
難
毅
札
だ
話
き
ず
ヽ
配
に
祭
封
の
難
に
対
ず
。

経
典

（穂
斡
隊
雄
離
か
ざ

）
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

何
ヮ
以
テ
ノ
故
〓

阿
羅
漢

於^
， 　

　
何
を
以
て
の
故
に
。
阿
羅
漢
は

一
　

「
何
故
か
と
言
ひ
ま
す
と
、
阿
羅
漢
は

一
切
〇
一界
及
び
三

一
切
一無
″
行
ズ
ル
ー

怖
長
想
二　
　
切
に
於
て
行
ず
る
こ
と
無
し
。
怖
　
　
界
を
超
え
た
世
界
）
に
於
て
は
、
佛
道
を
行
ず
る
こ
と
が

住
ス
ル
■如
シ
人
ノ執
”
剣
ヮ
欲
一
ルガ
　
　
畏
想
に
住
す
る
こ
と
人
の
剣
を
執
　
　
あ
り
ま
せ
ん
。
恐
れ
を
の
の
く
想
ひ
に
と
ど
ま
つ
て
ゐ
る

爽
テ
害
”
ント
己
フ。
　
是
′
故
〓阿
　
　
り
て
末
り
て
己
を
害
せ
ん
と
欲
す
　
　
の
は
、
人
が
剣
を
執
つ
て
迫
つ
て
き
て
自
分
を
害
し
よ
う

羅
漢
員
無
ン
究
克
ノ
榮
・０　
　
　
　
る
が
如
し
。
是
の
故
に
阿
羅
漢
に
　
　
と
し
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
故
に
、
阿

は
究
党
の
榮
無
し
。
　
　
　
　
　
　
　
羅
漢
に
は
究
党
の
安
ら
ぎ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」



〔善
法
の
未
だ
滞
ぜ
ぎ
る
章
門
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
②
）

（雨
章
門
を
樺
す
る
中
の
）
第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
善
法
が
未
だ
満
ち
て
ゐ
な
い
章
門
を
繹
き
明
し
ま
す
。

依
な
れ
ば
依
を
求
め
ず
と
は
、
佛
は
佛
自
身
が
依
攘
さ
れ
る
徳
が
あ
り
、
他
に
依
擦
を
求
め
る
こ
と
は
無
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま

す
。
　

次
に
ま
た
警

へ
を
撃
げ
て
、
繹
き
明
し
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。
　

是
の
如
く
か
ら
以
下
は
、
比
喩
を
法
に
合
せ
ま
す
。

経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

耐
，瞬
；
耀
〓行
り
喋
ず
ヽ
第
ゴ
に
割
湾
の
農
だ
流
ぜ
ざ
る
載
ゥ醜

をし駿
す
。　
督
ウ
バイ
レ縫
”Ｆ
フと
は
ヽ
齢
げ
僣
の
徹
秒

り
、
ぽ
に
だ
る
を
飛
め
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。
　
燕
に
ぶ
壁
へ
を
雪
げ
て
離
が
鮮
す
。
貯
つ
頭
し
。
　
妊
″
殿
′征
り
粛
プ

合
す
。
亦
見
つ
可
し
。

組
典
（滞薇斡隣雄舗賀

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

何
フ
以
テ
ノ
故
ら

世
奪
バ依
ナ
レ
バ

不
レ
求
”
依
フ
。
如
ル
衆
生
無
Ｌ

依
彼
彼
二恐
怖
ス。
以
ン
ノ
恐
怖
・フ

故
二則
チ
求
」
ルガ
婦
依
ン
。
如
″
是
ノ

阿
羅
漢

有^
コ
怖
長
一。
以
ン
ノ
怖

何
を
以
て
の
故
に
。
世
阜
は
依
な

れ
ば
依
を
求
め
ず
。
衆
生
依
無
け

れ
ば
従
律
に
Ｆ
憔
す
。
Ｔ
忙
を
廃

て
の
故
に
則
ち
婦
依
を
求
む
る
が

妊
し
。
選
の
妊
く
陛
貯
灘
は
情
黙

「
何
故
か
と
言
ひ
ま
す
と
、
世
奪
は
依
攘
さ
れ

る
封
象
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
他
に
依
擦
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
衆
生
は
、
依
嫁
す
る
と
こ
ろ
が
無
け
れ
ば
、
事
ご
と

に
恐
れ
を
の
の
き
ま
す
。
恐
れ
を
の
の
く
が
故
に
、
す
な

は
ち
掃
依
を
求
め
る
や
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
や
う
に
、

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
五
一



が
り
。
情
財
す
る
を
瞬
て
の
配
に

如
末
に
依
る
な
り
。

五
二

阿
羅
漢
は
恐
れ
を
の
の
く
心
が
あ
り
ま
す
。
恐
れ
を
の
の

く
心
あ
る
が
故
に
、
如
末
に
帰
依
し
ま
す
。
」

畏
一スルフ故
二依
ンナツ
於
如
末
一。

〔別
に
二
乗
の
果
を
會
す
〕
（現
代
語
諄
）

（
一
１
０
）

正
し
く
皆

一
乗
に
入
れ
る
こ
と
を
説
明
す
る
中
の
第
二
に
、
世
奪
。
阿
羅
漢
か
ら
以
下
は
、
特
別
に
二
乗
の
果
を
拳
げ
て
、
會
し

て

一
乗
に
撮
め
と
り
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
分
け
て
六
つ
に
し
ま
す
。

わ
　
は
ん
　
　
か

第

一
に
、
経
典
の
初
め
か
ら
涅
彙
界
を
去
る
こ
と
遠
し
に
詑
る
ま
で
は
、
二
乗
が
得
た
四
つ
の
智
慧
と
及
び
涅
槃
の
果

（煩
悩
を

滅
し
蓋
し
た
悟
り
の
境
地
）
と
を
奪
ひ
と
り
ま
す

（究
極
の
も
の
と
は
認
め
ま
せ
ん
）。

だ

つ

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
「
輿
」
（如
末
が
か
つ
て
究
極
の
も
の
と
し
て
認
め
興
へ
た
こ
と
）
と
、
「
奪
」
（勝
重
が
今
日

そ
れ
を
究
極
の
も
の
と
は
認
め
な
い
で
奪
ひ
と
る
こ
と
）
と
の
意
味
を
繹
き
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
。
二
種
の
死
有
り
か
ら
以
下
は
、
二
種
の
生
死

（分
段
生
死
と
羹
易
生
死
）
を
拳
げ
て
、
第
二
の

「
輿
」

と

「
奪
」
と
の
意
味
を
繹
き
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
何
を
以
て
の
故
に
。
煩
悩
有
り
か
ら
以
下
は
、
二
種
の
煩
悩

（四
佳
地
の
煩
悩
と
無
明
佳
地
の
煩
悩
）
を
學
げ
て
、
第
二
の

二
種
の
生
死
の
意
味
を
樺
き
明
し
ま
す
。

第
五
に
、
世
奪
。
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
最
後
身
の
菩
薩
と
は
か
ら
以
下
は
、
前
の
第

一
か
ら
第
四
の
四
段
に
つ
い
て
、　
一
段

一
段



ご
と
に
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

第
六
に
、
世
尊
。
彼
先
の
所
得
地
に
し
て
か
ら
以
下
は
、
二
乗
の
果
を
會
し
て
一
乗
に
入
れ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

耀
驚
。
け
貯
湖
征
り
ｒ
Ｗ
ヽ
藤
し
く
ぃ「
甦
′
嗽
す
輌
の
舞
式
に
圧
に
■
剰
の
だ
を
鬱
す
。
　
輯
に
薦
き
て
配
き
て
々
と

馬
す
。

第
↓
に
祉
め
行
り
ｒ
ン「ビ
戦
獄
・フ離
ンに
認
る
ま
で
、
対
の
臓
徴
の
叶
智
と
財
び
ビ
戦
の
だ
と
を
製
ふ
。

孵
ｒ
に
蝶
，暖
；
盤
二征
り
卵
Ｗ
、
野
朝
の
計
を
雛
す
。

新
五
に
繊
ヮ瞬
ヲ
盤
ら
構
誅
一勧
ノ難
・行
り
嘘
ず
ヽ
ゴ
継
の
畳
婢
を
雪
げ
て
射
ゴ
の
計
を
離
デ
。

籍
酔
に
耐
フ唆
，
盤
３
が
つ魔
鵬
・征
り
喋
ず
ヽ
ゴ
機
の
魔
慣
を
智
げ
て
察
式
の
計
を
離
デ
。

籍
ゴ
に
ず
輔
。
け
計
湖
卜膵
贅
鷹
卜獄
ぼ
就
ノぎ
薩
１
行
リ
ガ
Ｗ
ヽ
熊
の
叶
魔
を
醸
続
デ
。

射
々
に
ど
輔
。
鶴
爆
ノ耐
徴
が
，
管
り
喋
Ｗ
ヽ
馬
ぅ

一、、ち科
ど
組
す
。

〔
四
智
と
涅
業
の
果
と
を
奪
ふ
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
日
）

（特
別
に
二
乗
の
果
を
會
し
て
一
乗
に
入
れ
る
中
の
）
第
一
に
、
今
二
乗
の
得
た
四
つ
の
智
慧
と
、
ま
た
涅
槃
の
果

（煩
悩
を
滅
し

墨
し
た
悟
り
の
境
地
）
と
を
奪
ひ
と
り
ま
す

（究
極
と
は
認
め
ま
せ
ん
）。
四
つ
の
智
慧
と
は
、
一
に
我
生
已
蓋
智

（わ
が
生
死
輪
廻
の
苦
し

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
五
三



五
四

み
は
已
に
蓋
き
た
と
い
ふ
智
慧
）
、
　
二
に
梵
行
已
立
智

（欲
望
を
断
ず
る
清
浄
な
修
行
は
己
に
完
成
し
た
と
い
ふ
智
慧
）、
　
三
に
所
作
己
排
智

↑
」
の
世
に
於
て
篤
す
べ
き
こ
と
は
醸
に
篤
し
絡
へ
た
と
い
ふ
智
慧
）、
四
に
付
齢
ば
存
智

（煩
悩
を
滅
し
蓋
し
た
の
で
箇
耀
に
於
て
再
び
輪
廻
す

る
身
に
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
智
慧
）
で
あ
り
ま
す
ｏ
此
の
四
つ
の
智
慧
と
涅
槃
の
果
と
を
已
に
饉
得
し
た
と
、
二
乗
は
自
ら
謂
つ
て
ゐ

ま
す
。
今
、
勝
重
は
、
二
乗
が
得
た
と
思
つ
て
ゐ
る
そ
の
境
地
は
、
な
は
未
だ
充
分
で
は
な
い
と
謂
ひ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
二
乗
の

四
智
と
涅
槃
の
果
と
を
奪
ひ
と
り
ま
す
。
若
し
四
つ
の
智
慧
が
究
党
し
て
ゐ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
道
諦

（佛
道
の
修
行
）
が
と
て

も
足
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
ま
た
、
有
篤
の
果

（因
縁
所
生
の
迷
ひ
の
世
界
に
お
け
る
悟
り
）
を
高
遍
な
く
證
得
し
て
は
ゐ
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。
若
し
湿
槃
が
究
寛
し
て
ゐ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
滅
諦

（煩
悩
を
滅
し
蓋
し
た
悟
り
の
境
地
）
が
と
て
も
満
ち
足
り
て
ゐ
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
は
ま
た
、
無
馬
の
果

（迷
ひ
の
世
界
を
超
腕
し
た
世
界
に
お
け
る
悟
り
）
を
饉
得
す
る
こ
と
が
未
だ
極
ま
つ
て
ゐ
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
既
に
未
だ
満
ち
足
り
て
ゐ
ま
せ
ん
し
、
未
だ
極
ま
つ
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。

た
だ
ち
に
、

（八
地
以
上
の
大
乗
の
）
佛
道

を
志
向
し
て
修
行
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
や
う
な
わ
け
で
す
か
ら
、
二
乗
の
證
得
し
た
四
智
と
涅
槃
の
果
と
を
奪
ふ
（究
極
と
は

認
め
な
い
）
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

餘
の
生
法
の
議
き
ぎ
る
有
り
と
は
、
煩
悩
を
、
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
も
の
の
必
然
的
な
現
象
と
し
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
煩
悩
を

生
法
と
云
ひ
ま
す
。
煩
悩
を
滅
し
蓋
し
た
状
態
を
以
て
、
我
生
己
蓋
智
の
境
地
と
し
ま
す
。
今
、
（二
乗
は
煩
悩
を
滅
し
蓋
し
て
は
を

ら
ず
、
）
な
ほ
滅
す
べ
き
煩
悩
が
未
だ
残
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
我
生
己
蓋
の
境
地
を
照
し
観
る
智
慧
が
究
党
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。

故
に
生
有
り
と
は
、
無
生
智
〇
一界
の
煩
悩
を
断
じ
蓋
し
た
の
で
再
び
生
死
輪
廻
を
う
け
る
こ
と
は
な
い
と
自
覺
す
る
智
慧
。
一
一乗
の
最
極
Ｃ



を
奪
ふ

（究
極
と
は
認
め
な
い
）
と
言
つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
生
死
の
迷
ひ
が
蓋
き
て
ゐ
な
い
の
で
、
煩
悩
を
未
だ

滅
し
壼
し
て
は
ゐ
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
無
生
智
を
奪
つ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

此
の
句
は
、　
含
一乗
が
）
我
生

己
蓋
智
を
得
た
と
す
る
の
を
奪
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

餘
の
梵
行
の
成
ぜ
ざ
る
有
り
、

故
に
純
な
ら
ず
と
は
、　
含
一乗
は
）
三
界
印

ち
こ
の
現
象
世
界
に
於
け
る
欲
望
を
断
ず
る
清
浄
な
行
を
修
行
し
轟
し
た
と
し
て
ゐ
ま
す
が
、
し
か
も
三
界
内
外
に
お
け
る

一
切
の

佛
道
の
修
行
が
満
ち
足
り
て
ゐ
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
公
一乗
は
）
純

一
な
境
地
で
は
な
い
、
と
云
ひ
ま
す
。

境
地
が
既
に
未
だ
純

一
に
成
り
切
つ
て
ゐ
な
い
の
で
す
か
ら
、
そ
の
境
地
を
照
し
観
る
智
慧
が
ど
う
し
て
究
寛
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
う
か
。
此
の
句
は
、
公
一乗
が
）
梵
行
己
立
智
を
得
た
と
す
る
の
を
奪
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

事
究
寛
せ
ぎ
る
有
り
、
故
に
営
に
所

作
有
る
べ
し
と
は
、
公
一乗
は
三
界
に
於
て
は
）
篤
す
べ
き
事
は
篤
し
絡

へ
た
と
し
て
ゐ
ま
す
が
、
な
は
三
界
を
超
え
た
世
界
に
お
け

る
佛
道
に
修
行
す
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
故
に
、
営
然
に

（二
乗
は
）
篤
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
、
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
三
界
の

外
と
い
ふ
境
地
に
、　
ま
さ
に
修
行
す
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。　
３
一界
内
外
の
）
境
地
を
照
し
観
る
智
慧
が
ど
う
し
て
満
ち
足
り
て

ゐ
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
せ
う
か
。

此
の
句
は
、　
公
一乗
が
）
所
作
已
排
智
を
得
た
と
す
る
の
を
奪
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

彼
を
度
ら

ぎ
る
あ
り
、
故
に
営
に
所
断
有
る
べ
し
と
は
、
二
乗
が
不
受
後
有
智
を
得
た
と
す
る
の
を
奪
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
彼
を
度
ら
ぎ
る
有

り
と
は
、
未
だ
憂
易
生
死
を
超
え
て
ゐ
な
い
こ
と
を
言
ひ
ま
す
。
営
に
所
断
有
る
べ
し
と
は
、
そ
の
意
味
は
、
ま
さ
に
断
ち
切
ら
ね

ば
な
ら
な
い
無
明
住
地

（根
本
煩
悩
）
が
あ
る
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
公
一乗
に
は
）
既
に
生

法

（煩
悩
）
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

受
生
す
な
は
ち
こ
の
世
の
生
死
を
受
け
る
と
い
ふ
束
縛
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
の
生
死
が
、

既
に
未
だ
蓋
き
て
ゐ
ま
せ
ん
。

（
不
受

正
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五
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五
六

後
有
―
再
び
輪
廻
す
る
身
に
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
）
境
地
を
照
し
観
る
智
慧
が
、
ど
う
し
て
窮
め
蓋
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
り
得
ま

せ
う
か
。
　
断
ぜ
ざ
る
あ
る
を
以
て
の
故
に
涅
槃
界
を
去
る
こ
と
遠
し
と
は
、
含
一乗
が
）
涅
槃
の
果
を
得
た
と
す
る
の
を
奪
ふ
の

で
あ
り
ま
す
。
断
ぜ
ざ
る
あ
る
を
以
て
の
故
に
と
は
、
未
だ
無
明
住
地
を
断
ち
切
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
惑

（無
明
住
地

の
煩
憎
）
を
既
に
未
だ
断
ち
切
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
し
、　
な
ほ
憂
易
生
死
が
有
り
ま
す
。　
ど
う
し
て
涅
槃

（煩
悩
を
滅
し
識
し
た
究
極
の
悟

り
）
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
う
か
。

（訓
讀
文
）

牛
孵
一、、ちに
叶
智
と
理
Ｐ
戦
の
だ
と
を
魏
ふ
。
け
智
と
は
一ち
に
紀
昼
計
識
智
ヽ
ゴ
に
期
征
醜
郵
観
ヽ
式
に
尻
伊
訃
廃
智
、

酔
に
ド
難
斧
存
智
な
り
。
雌
の
呼
智
と
財
び
ビ
戦
の
ガ
と
を
、
一
鶏
は
能
ゲ
醸
に
伴
た
り
と
試
へ
り
。
毎
跳
黎
ぽ
狸
規

だ
織
ぜ
ず
と
設
ふ
。
雌
に
錦
ふ
な
り
。
か
し
叶
智
祭
罰
せ
ざ
れ
ば
、
蜆
ザ
さ
れ
澤
識
せ
ら
ず
。
太
さ
れ
を
計
の
ぞ
融
力、ね

ら
ず
。
か
し
Ｐ
蛾
祭
剤
せ
ざ
れ
ば
、
販
ザ
さ
れ
灘
識
瀧
ぜ
ず
。
太
さ
れ
鯖
計
の
だ
た
だ
畷
な
ら
ず
。
出
に
着
瀧
着
畷
な

り
。
便
ち
佛
道
に
向
趣
す
べ
し
。
然
れ
ば
則
ち
應
に
奪
ふ
べ
き
こ
と
明
ら
か
な
り
。

な
コ鮮
′曇
滋
ゎゲ
”ｒ
キと
は
ヽ
鷹
鵬
を
難
曇
が
湖
と
が
す
。
配
に
畳
灘
ど
ｒ
ふ
。
魔
鵬
設
せ
る
を
唆
て
設
智
の
嚇
ど
鮮

す
。
供
魔
鵬
狸
し
鍵
り
粋
り
。
Ｐ
貯
に
設
を
鷹
す
の
智
祭
競
せ
ざ
る
な
り
。
　
耀
二稽
”曇
ど
は
ヽ
鯖
生
智
を
製
ふ
に
優

これ
　
ヒ
う
つ　
　
　
　
も
つ　
ぼ
λ
う
　
い
ま
　
つ
　
　
　
　
あ
か　
　
鮒
肇
管
を
奪
ふ
に
非
ず
。
此
の
句
は
其
の

た
れ
ど
も
、
此
は
生
の
蓋
き
ざ
る
を
以
て
煩
憫
の
未
だ
蓋
き
ざ
る
を
明
す
。
無

説
智
を
軸
ふ
。　
　
ゲ
コ辞
ノ掘
研
ゎず
れ齢
ぢ
盤
ニダ
レ鶴
勢
と
は
ヽ
五
察
の
け
ぎ
が
り
と
感
ゞ
耐
も
ぃち鯨
の
洋
涯
瀧
ず
る



に
飛
ざ
る
こ
と
を
鯖
す
。
ば
に
磁
が
ら
ず
と
云
ふ
。　
嚇
ぅ療

に
だ
だ
繊
が
ら
ざ
れ
ば
、
販
ザ
嶽
ど
鷹
す
の
智
脱
ぞ
禁
第

す
る
を
行
ん
や
。
ぼ
の
が
は
対
の
期
僣
献
齢
毬
を
製
ふ
。
　
義
ド
ンアリ祭
鶏
二
螺
二爆
″
粋
シ臓
僣
・と
は
ヽ
き
れ
、
義
を

廃
ず
る
こ
と
の
認
れ
ど
も
狸
二
獄
の
が
の
計
澤
の
偽
す
庸
き
を
る
が
配
に
、
難
に
臓
伊
粋
る
べ
し
と
ｒ
ふ
。
嚇
ぽ
降
に

隣
す
べ
き
な
り
。
嶽
ど
鷹
す
の
智
脱
ぞ
織
ず
る
を
行
ん
や
。け
の
ザ
は
尻
伊
ぴ
瓶
を
犠
ふ
。　
村
”
アツ麟
”響
る

盤
二離
″

秒
ン蹴
蹴
・と
は
ヽ
オ
の
村
難
夢
″
智
を
製
ふ
。
下
降
アリ戯
”響
フと
は
ヽ
対
だ
戴
顔
曇
残
を
麟
ら
ざ
る
を
計
ふ
。
燦
″
秒
ン

臓
蹴
一と
は
、
計
ふ
こ
こ
ろ
は
燦
に
燻
嚇
齢
毬
の
蹴
ず
鷹
き
が
る
べ
し
。
簾
に
畳
滋
税
れ
ば
観
腱
に
難
曇
デ
ベ
し
。
し曇

臨
に
札
だ
き
き
ず
。
獄
ど
鷹
す
の
智
雅
ぞ
舞
ゲ
を
待
ん
や
。
　
暁
け
′下
降
アク
攪
イ耀
二ｒ
ン「ビ
戦
獄
・フ齢
シと
は
ヽ
好
の
ビ

戦
の
ぞ
を
軸
ふ
。
曖
リ
ノ下
降
７〓
蹴
セ耀
二と
は
、
赳
だ
燻
嚇
働
毬
を
雛
ぜ
ざ
る
を
計
ふ
。
ま
簾
に
札
だ
雛
ぜ
ず
ヽ
建
戴
羨

曇
建
を
り
。
脱
ぞ
ど
戦
を
待
ん
や
。

経
典
（瓢
押祉
軽蝶
の）

世
奪
。
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
＾

有
コ
怖
長
一。是
ノ
故
二阿
羅
漢
卜
・

辟
支
佛
卜
。^　
有
卿
餘
ノ
生
法
ノ

不
”壼
キ
。　
故
二有
内
生
。　
有
『

餘
′
梵
行
′
不
”
成
‘

故
二不

レ

経
典
訓
語
文

ど
鏡
。
け
貯
配
・
騨
贅
産
は
情
認

ゲ
リ
。
き
の
配
に
階
瀞
配
と
膵
対

に
と
は
、
計
の
畳
灘
が
ぎ
き
ざ
る

か
り
、
配
に
曇
税
り
。
計
の
期
ぎ

征

の
雌
ご
ざ
る
様
り
、
配
に
織
が
ら

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
阿
羅
漢

釜
蘭
乗
の
聖
者
）
・
辟
支
佛
（縁
覺
乗
の

聖
者
）
に
は
恐
れ
を
の
の
く
心
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
故
に
阿

羅
漢
と
辟
支
佛
と
は
、
煩
悩
を
滅
し
蓋
し
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。

そ
れ
故
に
生
死
の
迷
ひ
が
あ
り
ま
す
。
欲
望
を
断
ち
き
る

清
浄
な
行
を
修
し
蓋
し
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
純

一

正
読
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五
八

純
ナラ０
事
不
ン
ァリ
究
寛
・セ。
故
二
　

ず
０
事
究
寛
せ
ざ
る
有
り
、
故
に
　
　
に
成
り
切
つ
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
馬
す
べ
き
事
を
篤
し
蓋
し

営
″
有
ン
所
作
・。
不
”
７，度
”
　
　
営
に
所
作
有
る
べ
し
。
彼
を
度
ら
　
　
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
営
然
篤
す
べ
き
事
が
有
り
ま

彼
ヮ。
故
二営
〆
有
ン所
断
・。以
降
′
　

ざ
る
有
り
、
故
に
営
に
所
断
有
る
　
　
す
。
彼
岸

↑
」
の
世
を
超
脱
し
た
世
界
）
へ
渡
り
き
つ
て
ゐ
ま

不
”
ァ
；
断
ゼ
故
二去
ン
「涅
槃
界
一フ
　

ベ
し
。
断
ぜ
ざ
る
あ
る
を
以
て
の
　
　
せ
ん
。
そ
れ
故
に
営
然
断
ち
切
る
べ
き
煩
悩
が
有
り
ま
す
。

遠
シ。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耀
に
涅
槃
界
を
去
る
こ
と
遠
し
。
　
　
煩
悩
を
断
ち
切
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ら
、
迷
ひ
を
滅
し
壼
し

た
悟
り
の
世
界
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
ゐ
ま
す
。
」

〔
研
究
〕

○
　
故
に
生
有
り
に
開
す
る
太
子
の
御
見
解
に
つ
い
て

経
典
の
こ
の
箇
所
は
「二
乗
所
得
の
四
智
（謝
生
ぴ
討
智
・期
ぽ
醜
齢
槻
・尻
炉
訃
廃
攣
・村
難
斧
″
智
）
と
及
び
涅
槃

の
果
と
を
奪
ふ
」
と
太
子
は
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。
し
か
る
に
故
に
生
有
り
に
開
し
て
、
右
の
四
智
と
は
別
の
智
で
あ
る

「無
生
智
」
に
言
及
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

（太
子

『
義
疏
し

故
に
生
有
り
と
は
、
無
生
智
を
奪
ふ
に
似
た
れ
ど
も
、
此
は
生
の
蓋
き
ざ
る
を
以
て
煩
悩
の
未
だ
蓋

き
ざ
る
を
嚇
す
。
鯖
曇
智
を
軸
ふ
に
飛
ず
。
雌
の
が
は
対
の
記
智
を
軸
ふ
。

「
無
生
智
」
と
は
、
阿
羅
漢
が
こ
の
世
、
印
ち
三
界
に
お
け
る
煩
悩
を
断
じ
蓋
し
て
、
再
び
三
界

に
お
け
る
生
死
輪
廻
を
受

け
る
こ
と
は
無
い
と
證
知
す
る
智
で
、
二
乗
の
修
行
者
の
得
る
最
極
智
だ
と
さ
れ
て
を
り
、
右
に
撃
げ
ら
れ
た
四
智
と
は
別



が
　
し
よ
う

い
　

じ
ん
ち

の
智
で
あ
り
ま
す
。
太
子
が
奪
ふ
と
さ
れ
る

「
墨
智
」
は
、
右
の
四
智
の
中
の

「
我

生

已
蓋
智
」
で
あ
り
ま
す
。

と
ん
こ
う
に
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
し
よ
う
ち

と
こ
ろ
で

『
敦
煙
本
』
で
は
次
の
通
り
、
「
元
生
智
を
奪
ふ
」
と
解
説
し
て
を
り
ま
す
。

η
敦
煙
本
し
　
故
有
生
者
。
以
生
不
蓋
。
明
煩
悩
不
蓋
。
奪
元
生
智
也
。

（故
に
生
有
り
と
は
、
生
の
蓋
き
ざ
る
を
以
て
、
煩
悩
養
き
ざ
る
を
明
す
。
元
生
智
を
奪
ふ
な
り
。
）

太
子
は
、
『
敦
建
本
』
或
い
は
同
系
統
の
大
陸
の
註
繹
書
を
参
考
に
さ
れ
、
「
元
生
智
を
奪
ふ
」
の
解
説
が
あ
つ
た
が
故
に
、

「
無
生
智
」
に
言
及
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
「
無
生
智
を
奪
ふ
に
非
ず
」
と
、
そ
の
読
を
否
定
し
て
を
ら

れ
ま
す
。
『
敦
煙
本
』
も
此
の
箇
所
は
、
太
子

『
義
疏
』
と
同
じ
く
右
の

「
四
智
を
奪
ふ
」
と
し
て
ゐ
る
の
で
す
が
、
故
に
生

有
り
に
つ
い
て
は
、
四
智
で
は
な
い

「
元
生
智
を
奪
ふ
」
と
し
て
ゐ
る
の
で
す
。
『
敦
煙
本
』
が
さ
う
解
澤
し
た
理
由
は
不

明
で
す
が
、
太
子
は
こ
の
箇
所
の
文
脈
に
従
つ
て
、
四
智
の
中
の

「
蓋
智
」
を
奪
ふ
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
こ
こ

で
は
奪
ふ
封
象
は
四
智
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
四
智
以
外
の

「
無
生
智
」
を
奪
ふ
と
解
す
る
の
は
誤
り
だ
、
と
剣
断
さ
れ
た
も

の
と
思
は
れ
ま
す
。

太
子
は
、
参
考
に
さ
れ
た
大
陸
の
註
澤
書
を
綿
密
に
、
か
つ
深
く
研
究
さ
れ
た
御
態
度
が
こ
こ
に
窺
は
れ
ま
す
。
そ
し
て

太
子
は
、
大
陸
の
思
想
を
無
批
剣
に
受
容
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

″
太
子
御
自
身
の
御
見
解
を
も
つ
て
″
『
義
疏
』

の
御
述
作
に
あ
た
ら
れ
た
、
と
舞
す
る
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
吉
基
順
）

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
五
九



六
〇

〔
奥
奪
の
意
を
澤
す
〕
（現
代
語
辞
）
盆

―
ロ
ー
国
）

（特
別
に
二
乗
の
果
を
會
し
て

一
乗
に
入
れ
る
中
の
）
第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
「
輿
」
と

「
奪
」
と
の
意
味
を

澤
き
明
し
ま
す
。

昔
日

（
一
乗
の
教
へ
が
誘
か
れ
る
以
前
）
に
は
、
如
末
は
已
に

（二
乗
の
得
た
悟
り
の
境
地
を
）
究
党
で
あ

る
と
申
さ
れ
ま
し
た
。

（
一
乗
の
教

へ
を
説
く
）
今
日
は
、
勝
菫
は
そ
の
上
で
、
そ
れ
を
究
極
と
は
認
め
な
い
で
奪
ひ
と
り
ま
す
。
そ
こ
で

「
輿
」
と

「
奪
」

と
い
ふ
二
つ
の
相
反
す
る
言
葉
が
教

へ
の
中
に
入
り
錯
つ
て
ゐ
ま
す
。
ま
さ
に
そ
の
道
理
を
澤
き
明
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
　

疑
間

を
提
示
し
て
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
何
故
に
、
如
末
は
昔
日
に
お
い
て
日
に
究
寛
で
あ
る
と
申
さ
れ
た
の
に
、
而
も
今
日
勝

重
は
、
そ
れ
を
奪
ふ
の
で
せ
う
か
、
―
―
と
。
　

そ
れ
に
封
し
次
の
や
う
に
繹
き
明
し
ま
す
。
―
―
昔
日
に
如
末
が
究
極
だ
と
認
め

て
輿

へ
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
は
た
だ
方
便

（究
極
の
悟
り
に
導
く
た
め
の
て
だ
て
）
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
賓
説

（究
極
の
教
Ｃ

で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
勝
質
が
究
極
と
は
認
め
な
い
で
奪
ひ
と
る
の
は
、
究
党
は
唯
如
爽
だ
け
に
在
る
の
で
あ
つ
て
、
二
乗
に
在

る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

此
の
何
を
以
て
の
故
に
の
語
句
は
以
下
の
事
項
の
そ
れ
ぞ
れ
の
初
め
に
か
か
り
ま
す
。

（興
奪
の
意
を
繹
き
明
す
）
中
に
つ
い
て
、
合
せ
て
五
つ
の
事
項
が
あ
り
ま
す
。

初
め
に

一
切
に
つ
い
て
言
ひ
ま
す
。

次
に
無
量
に
つ
い
て
言
ひ
ま
す
。



次
に
不
思
議
に
つ
い
て
言
ひ
ま
す
。

次
に
清
浄
に
つ
い
て
言
ひ
ま
す
。

（次
に
階
仰
に
つ
い
て
言
ひ
ま
す
。
）

思
ふ
に
以
上
の
五
つ
の
事
項
は
、
便
宜
上
さ
う
い
つ
た
順
序
で
記
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
り
、
特
別
の
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（訓
讀
文
）

慨
フ馳
，
盤
二征
り
ぱ
下
、
孵
ｒ
に
虻
経
の
計
を
離
ず
。

哉
鴎
は
妍
惹
醸
に
集
封
と
計
ひ
た
ま
ふ
。
鋭
Ｌ
は
腸
ぅ動
産
に
鶴
ふ
。　
販
ザ
財
と
奪
と
構
鑽
が
。
Ｐ
腱
に
離
す
べ

り
。
鰊
げ
を
興
げ
て
デ
は
く
。
耐
を
瞬
て
の
配
に
、
姉
対
は
暴
唯
に
要
に
祭
議
と
計
ひ
ヽ
祗
も
義
瞬
ぅ観
鶴
ふ
や
。

し
て
げ
は
く
。
景
Ｌ
に
妍
鷲
難
あ
る
は
麟
ぜ
れ
対
鷹
な
り
。
き
れ
難
群
に
対
ず
。
鋭
聡
蹴
ぅ動
鶴
ふ
は
ヽ
祭
藩
は
囃
妍

末
の
み
に
在
り
て
二
乗
に
在
る
に
非
ざ
る
が
故
な
り
と
。

雌
の
観
ヮ瞬

，
配
・・は
職
に
耐
じ
て
興
″
鮮
す
。

戦
に
計
き
て
贈
そ
ｒ
學
粋
り
。

初
め
に
♪
っ蹴

を
デ
ふ
。

次
に
無
量
を
言
ふ
。

次
に
不
思
議
を
言
ふ
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一ハ
一 しき

澤

'な



次
に
清
　
浄
を
言
ふ
。

（次
に
階
仰
を
言
ふ
。）
Ｔ
）

隷
し
き
れ
鷹
を
ど
ふ
、
肌
の
Ｐ
嘘
紳
し
。

（１
）
『昭
和
會
本
』
で
は
洩
れ
て
ゐ
る
の
で
、
挿
入
し
た
。

経
典

（典
奪
の
意
を
澤
す
）
　
　
　
経
典
訓
語
文

何
，
以
，
ノ
故
；
　
　
　
　
　
　
　
何
を
以
て
の
故
に
。

唯
有
ン，
如
末
。應
。等
正
覺
“
　
　
唯
如
末

。
應

・
等
正
覺
の
み
有
し

得
〓
フ般
涅
槃
・フ。
成
二
就
ス
ルピ

　
　
て
般
涅
槃
を
得
た
ま
ふ
。　
一
鷲
の

切
ノ功
徳
・フ故
ナ
，
Ｏ
阿
羅
漢

・　
　
功
徳
を
成
就
す
る
が
故
な
り
。
阿

辟
支
佛

不^
レ
成
二
就
セ
一
切
′
　
　
羅
漢

。
辟
支
佛
は

一
妍
の
功
徳
を

功
徳
・フ。
言
”
得^
ン
ッ
ト
涅
槃
・フ者
。
　

成
就
せ
ず
。
涅
槃
を
得
た
り
と
言

是
レ
佛
ノ方
便
ナ
ツ
０
　
　
　
　
　
　
ふ
は
ヽ
是
れ
佛
の
方
便
な
り
。

ニハ
二

経
典
現
代
語
課

「
何
故

（二
乗
は
究
党
し
て
ゐ
な
い
の
）
で
せ
う
か
。

唯
、
如
末
（員
如
か
ら
末
現
し
て
衆
生
を
導
く
佛
Ｙ
應
（應
供
―

一
切
衆
生
の
供
養
に
應
じ
得
る
佛
）
・
等
正
覺

（正
覺
に
等
し
い

佛
―
最
高
至
上
の
悟
り
を
得
た
佛
）
の
み
が
般
涅
槃

（煩
悩
を

滅
し
蓋
し
た
究
極
の
悟
り
）
を
得
て
を
ら
れ
ま
す
。
３
一界
内

外
に
わ
た
る
）
功
徳
の

一
切
を
成
就
し
て
を
ら
れ
る
か
ら

で
あ
り
ま
す
。　
阿
羅
漢

（雖
聞
乗
の
最
高
位
）
と
辟
支
佛

（縁
覺
乗
の
最
高
位
）
と
は
、
功
徳
の

一
切
は
成
就
し
て
を

り
ま
せ
ん
。
涅
槃
を
得
た
と
言
つ
た
の
は
、
こ
れ
は
佛
の

方
便
で
あ
り
ま
す
。
」



唯
有
ン
テ
如
末
〓
得
〓
フ般
涅
槃
・ヮ。

成
二
就
ス
ルガ
無
量
′功
徳

一フ故
ナ
ツ
０

阿
羅
漢
卜
・
辟
支
佛
ト
ハ成
二
就

分
で

有
量
ノ
功
徳
・フ。
　
言
”
＾

得
フ
ッ
ト
涅
槃
一フ者
。
是
レ佛
′
方

便
ナ
リ
０

唯
有
ン
テ
如
末
・ノー得
〓
フ般
涅
槃
一フ。

成
二
就
ス
ルノ
不
可
思
議
′功
徳
・フ

故
ナ
リ
０
阿
羅
漢
・辟
支
佛

成^
二

就
ス
思
議
ノ功
徳
・フ。
言
降
バ得
フ
ッ
ト

涅
槃

・ヮ者
。
是
レ佛
′
方
便
ナ
，
０

唯
有
ン
テ
如
末
・ノミ得
〓
フ般
涅
槃
・フ。

一
切
所
”
應
声
断
ズ
過
皆
悉
″

囃
妊
鷲
の
み
柱
し
て
肥
ど
戦
を
行

た
ま
ふ
。
鮒
量
の
が
額
を
雌
戯
デ

る
が
盤
な
り
。
け
讚
配
と
瞬
対
催

と
は
都
量
の
が
額
を
離
就
ず
る
の

み
。
涅
槃
を
得
た
り
と
言
ふ
は
、

是
れ
佛
の
方
便
な
り
。

囃
妊
恐
の
み
柱
し
て
肥
ビ
期
を
待

た
ま
ふ
。
不
可
思
議
の
功
徳
を
成

就
す
る
が
故
な
り
。
阿
羅
漢

。
辟

支
佛
は
思
議
の
功
徳
を
成
就
す
。

涅
槃
を
得
た
り
と
言
ふ
は
、
是
れ

佛
の
方
便
な
り
。

囃
妍
恐
の
み
柱
し
て
肥
ビ
期
を
律

た
ま
ふ
。
↓
鯖
農
に
蹴
ず
べ
きと尻

只
何
故
二
乗
は
究
克
し
て
ゐ
な
い
の
で
せ
う
か
。
）

唯
、
如
末
の
み
が
般
涅
槃
を
得
て
を
ら
れ
ま
す
。　
３
一界

内
外
に
わ
た
る
）
無
量
の
功
徳
を
成
就
し
て
を
ら
れ
る
か

ら
で
あ
り
ま
す
。
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
は
、
有
量
の
功
徳

を
成
就
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
涅
槃
を
得
た
と
言
つ

た
の
は
、
こ
れ
は
佛
の
方
便
で
あ
り
ま
す
。
」

只
何
故
二
乗
は
究
寛
し
て
ゐ
な
い
の
で
せ
う
か
。
）

唯
、
如
末
の
み
が
般
涅
槃
を
得
て
を
ら
れ

ま
す
。
２
一界

内
外
に
わ
た
る
）
思
ひ
議
る
こ
と
の
で
き
な
い
功
徳
を
成

就
し
て
を
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
阿
羅
漢
と
辟
支
佛

と
は
、
思
ひ
議
る
こ
と
の
で
き
る
功
徳
を
成
就
し
て
を
り

ま
す
。
涅
槃
を
得
た
と
言
つ
た
の
は
、
こ
れ
は
佛
の
方
便

で
あ
り
ま
す
。
」

只
何
故
二
乗
は
究
党
し
て
ゐ
な
い
の
で
せ
う
か
。
）

唯
、
如
末
の
み
が
般
涅
槃
を
得
て
を
ら
れ
ま
す
。　
３
一界

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一全
二



断
滅
ソ
。
成
二
就
シ玉
子
第

一
清

浄
・フ故
ナ
リ
０
　
阿
羅
漢

・
辟
支

佛
ハ有
コ
餘
ノ過

一。
非
メ
第

一
清

浄
一。
言
わ
得^
シ
ッ
ト
涅
槃
・フ者
。

是
レ佛
ノ方
便
ナ
ツ
０

唯
有
ン
テ
如
来
・ノミ
得
〓
フ般
涅
槃
・フ。

鳥
「
一
切
衆
生
ノ
之
所
「
階
仰
・スル０

出
二
過
シェ

，
阿
羅
漢
・辟
支
佛
。

菩
薩
ノ境
界
一フ。
是
′
故
二阿
羅

漢

。
辟
支
佛

去^
ン
「
涅
槃
界
・フ

遠
シ。
一易

ハ阿
羅
漢

・
辟
支

佛
′観
察
シ
。
解
腕
シ
。四
智
究

克
ァ
・
得
シ
ッ
ト
蘇
息
虎
・ヮ者
。

亦
是
レ如
末
′方
便
有
餘
不
了

の
過
皆

悉

く
断
滅
し
て
、
第

一

清

浄

を
成

就
し
た
ま
ふ
が
故

な
り
。
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
は
餘
の

過
有
り
。
第

一
清

浄

に
非
ず
。

涅
槃
を
得
た
り
と
言
ふ
は
、
是
れ

佛
の
方
便
な
り
。

唯
如
来

の
み
有
し
て
般
涅
槃
を
得

た
ま
ふ
。　
一
切
衆
生
の
階
仰
す
る

所
と
篤
り
、
阿
羅
漢

。
辟
支
佛

。

菩
薩

の
境
界
を
出
過
し
た
ま

へ
り
。

是
の
故
に
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
は
湿

槃
界
を
去
る
こ
と
遠
し
。
阿
羅
漢

・

辟
支
佛
の
観
察
し
、
解
脱
し
、
四

智
究
売
し
て
、
蘇
息
庭
を
得
た
り

い
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
こ
　
　
　
に
よ
ら

い
　
　
ほ
う
ぺ
ん

と
言
ふ
は
、
亦
是
れ
如
末
の
方
便

六
四

内
外
に
わ
た
る
）

一
切
の
営
然
断
ち
切
る
べ
き
悪
行
を
、

み
な
悉
く
断
じ
滅
し
て
、
最
高
第

一
等
の
清
浄
の
行
を
成

就
し
て
を
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
阿
羅
漢
と
辟
支
佛

と
は
、
ま
だ
断
ち
切
る
べ
き
過
ち
が
残
つ
て
を
り
、
最
高

第

一
等
の
清
浄
の
行
を
成
就
し
て
は
を
り
ま
せ
ん
。
涅
槃

を
得
た
と
言
つ
た
の
は
、
佛
の
方
便
で
あ
り
ま
す
。
」

只
何
故
二
乗
は
究
売
し
て
ゐ
な
い
の
で
せ
う
か
。
）

唯
、
如
来
の
み
が
般
涅
槃
を
得
て
を
ら
れ
ま
す
。　
一
切
の

衆
生
か
ら
仰
ぎ
見
ら
れ
奪
敬
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
馬
り
、
阿

羅
漢
と
辟
支
佛
と
菩
薩
と
が
到
達
し
て
ゐ
る
境
地
を
、
は

る
か
に
超
え
て
を
ら
れ
ま
す
。
こ
の
故
に
、
阿
羅
漢
と
辟

支
佛
と
は
、
涅
槃
界
か
ら
遠
く
離
れ
て
ゐ
ま
す
。
阿
羅
漢

と
辟
支
佛
と
が
観
察
し
、
解
腕
し
、
四
智

（我
生
已
泰
智

・

梵
行
已
立
智

。
所
作
己
鮮
智

・
不
受
後
有
智
）
が
究
売
し
て
、

蘇
息
虎

（灰
身
滅
智
、
印
ち
二
乗
の
涅
槃
の
境
地
）
を
得
た
と



義
′読
ナ
リ０　
　
　
　
　
　
　
　
　
有
餘
不
了
義
の
読
な
り
。
　
　
　
　
　
言
つ
た
の
は
、
ま
た
こ
れ
は
、
如
末
の
方
便
と
し
て
の
有

餘
不
了
義

（未
完
成
で
説
き
蓋
さ
れ
て
ゐ
な
い
）
の
読
で
あ
り

ま
す
。」

〔御
語
澤
〕
（現
代
語
課
）

（第
五
の
「
謄
仰
」
の
中
の
）
観
察
と
は
、
智
の
働
き
を
學
げ
、
解
院
と
は
、
煩
悩
を
断
ち
切
る
働
き
を
拳
げ
、
四
智
と
は
、
智
の

内
容
を
澤
き
明
し
、
蘇
息
と
は
、
解
脱
の
内
容
を
繹
き
明
し
て
ゐ
ま
す
。
無
馬
凝
念

（心
身
が
煩
悩
に
動
か
さ
れ
な
い
、
凝
り
固
つ
た
境

地
）
で
あ
る
が
故
に
、
蘇
息
虎

（友
身
滅
智
、
印
ち
二
乗
の
涅
槃
の
境
地
）
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

棚
軽
と
は
智
を
彎
げ
、
ガ
膠
と
は
師
を
霧
げ
、
酔
け
と
は
雪
を
離
び
、
ぽ
麟
と
は
ぼ
慮
を
離
デ
。
鯖
鮮
ぽ
舘
が
る
が
耀

に
結
麟
戯
と
評
す
な
り
。

〔
二
種
の
生
死
を
奉
げ
て
異
奪
の
意
を
繹
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
□
）

（特
別
に
二
乗
の
果
を
會
し
て

一
乗
に
入
れ
る
中
の
）
第
三
に
、　
何
を
以
て
の
故
に
。
二
種
の
生
死
有
り
か
ら
以
下
は
、　
二
種
の

生
死

（分
段
生
死
と
興
易
生
死
）
を
學
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
第
二
の
段
に
読
い
た
興

・
奪
の
意
味
を
繹
き
明
し
ま
す
。
そ
の
第
二
の

段
で
云
つ
て
ゐ
る
に
は
―
―
佛
が
昔
、
究
極
だ
と
認
め
て
興

へ
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
は
既
に
方
便
で
あ
り
、
勝
髪
が
今
、
究
極
と
は

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一ハ
五



ユハ
エハ

認
め
な
い
で
奪
ふ
の
は
、
す
な
は
ち
究
党
は
佛
だ
け
に
在
る
の
で
あ
つ
て
、
二
乗
は
ま
だ
そ
こ
に
は
到
達
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
り

ま
す
、
―
―
と
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
で
は
二
種
の
生
死
を
撃
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
佛
が
究
極
と
認
め
て
興

へ
た
の
は
方
便
で
あ
り
、

勝
重
が
そ
れ
を
究
極
と
は
認
め
な
い
で
奪
ふ
の
は
、
二
乗
が
未
だ
究
極
の
境
地
に
達
し
て
ゐ
な
い
こ
と
に
由
る
、
と
い
ふ
意
味
を
繹

き
明
し
ま
す
。

疑
間
を
提
示
し
て
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
何
故
に
、
土日
、
佛
が
究
極
と
認
め
て
輿

へ
た
の
は
方
便
で
あ
つ
て
、
究
寛
は
唯
如

末
だ
け
に
在
つ
て
、
二
乗
に
は
在
る
の
で
は
な
い
の
で
せ
う
か
、
―
―
と
。
　

そ
の
理
由
を
澤
き
明
し
て
云
ひ
ま
す
。
生
死
に
は
二

種
類
あ
り
ま
す
。　
一
に
は
分
段
生
死

（三
界
内
に
お
け
る
生
死
）、　
二
に
は
憂
易
生
死

（三
界
を
超
え
た
世
界
に
お
け
る
生
死
）
で
あ
り
ま

す
。
佛
は
昔
、
二
乗
が
た
だ
分
段
生
死
を
超
脱
し
た
こ
と
を
も
つ
て
、
し
か
も
究
党
で
あ
る
と
申
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
、
方
便

と
し
て
、
究
寛
だ
と
認
め
て
典

へ
た
、
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
二
乗
は
未
だ
憂
易
生
死
を
超
腕
し
て
ゐ
ま
せ
ん
故
に

（究
党
の
境

地
で
は
な
く
）
、
究
党
は
唯
如
末
だ
け
に
在
る
の
で
あ

つ
て
、
二
乗
に
在
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
、
―
―
と
。

（二
種
の
生
死
を
拳
げ
る
）
中
に
つ
い
て
、
四
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
二
種
の
生
死
の
章
門
を
立
て
ま
す
。

第
二
に
、
分
段
死
と
は
か
ら
以
下
は
、
二
種
の
生
死
の
章
門
を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
二
種
の
死
の
中
に
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
昔
、
佛
が
方
便
と
し
て
、
究
極
だ
と
認
め
て
興

へ
た
、
そ
の
意
味
を
繹
き
明

し
ま
す
。



第
四
に
、　
一
鷲
の
…
…
を
整
す
に
非
ず
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
究
党
は
二
乗
に
在
る
の
で
は
な
い
、
そ
の
意
味
を
澤
き
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

耐
フ馳

，
螺
ら
粋
誅
一秘
ノ曇
残
・行
り
卵
Ｗ
ヽ
舞
載
に
ゴ
鶴
の
曇
残
を
雪
げ
て
、
嘘
て
孵
ｒ
の
既
を
議
す
。
ゴ
の
麟
に

ｒ
へ
り
。
鷹
謝
魅
へた
た
ま
ふ
は
ヽ
簾
に
ぼ
れ
が
ほ
な
り
。
陽
ぅ競
争
魏
ふ
は
販
ザ
祭
封
は
産
の
な
に
が
り
、一
一じ対
は
た
だ

し
き
が
故
に
と
。
所
以
に
二
種
の
生
死
を
拳
げ
て
、
以
て
興
ふ
る
は
是
れ
方
便
な
り
、
奪
ふ
は
未
だ
極
な
ら
ぎ
る
に
由

る
の
意
を
繹
す
。

疑
ひ
を
標
し
て
云
は
く
。
何
を
以
て
か
昔
の
興
ふ
る
は
是
れ
方
便
に
し
て
、
究
党
は
唯
如
末
の
み
に
在
り
て
、
二
乗
に

ひ
る
に
飛
ざ
る
や
。
　
構
び
て
ｒ
は
く
。
曇
姓
に
ゴ
齢
な
り
。
４
に
鏡
麟
ォ
、
ゴ
に
動
毅
な
な
り
。
幅
樹
ば
麟
射
麟
を

降
く
に
ば
り
て
耐
も
祭
歳
と
計
へ
り
。
盤
に
が
ほ
し
て
は
ふ
る
こ
と
を
が
す
と
デ
ふ
。
だ
だ
戴
顔
を
解
か
ざ
る
が
置
に

究
寛
は
唯
如
末
の
み
に
在
り
て
、
二
乗
に
在
る
に
非
ず
と
。

韓
に
計
き
て
叶
な
り
。

射
↓
に
ゴ
齢
の
帰
の
穀
欧
″
き
つ
。

籍
ｒ
に
鏡
囲
殆
共
者
行
り
喋
ず
、
ゴ
鶴
の
摯
の
穀
欧
♂
雛
す
。

孵
五
に
ゴ
秘
′摯
ノ囃
二征
り
喋
ず
、
藤
し
くむ就
が
ほ
を
馳
て
難
ふ
る
こ
と
を
評
す
の
計
を
離
す
。

孵
叶
に
飛
昨鞍
竃
一、、っ妹
′…
…
・フ管
リ
ソ
ず
ヽ
理
し
く
祭
封
は
瑞
剰
に
稗
る
に
投
ざ
る
の
計
を
機
ナ
。

正
説
　
第
五

・
一
乗
章
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〔
二
種
の
死
の
章
門
を
立
つ
〕
　

　

（
一
１
０
１
□
１
１
）

六
八

⌒なわ鏑
漸
凛
朴̈α汰行
の『疇赫
凌譴
孵
酬櫂け彎
）

経
典
現
代
語
課

「
何
故

（二
乗
は
究
寛
し
て
ゐ
な

い
の
）
で
せ
う
か
。
二

種
の
生
死
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
何
を
以
て
二
種
の

生
死
と
す
る
の
で
せ
う
か
。
そ
れ
は
分
段
生
死
と
不
可
思

議
の
愛
易
生
死
と
を
謂
ひ
ま
す
。
」

経
典
（韓
随
わ
捌
”）

何
フ
以
，
′
故
３
有
議
す
二
種
ノ

死
・。
何
等
，
ヵ
篤
竺

一卜
。
謂
タ

分
段
死
卜
不
思
議
憂
易
死
ト
ナι

経
典
訓
讀
文

何
を
以
て
の
故
に
。
二
種
の
死
有

れ
ば
な
り
。
何
等
を
か
二
と
篤
す
。

謂
は
く
分
段
死
と
不
思
議
憂
易
死

と
な
り
。

〔
二
種
の
死
の
章
門
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
□
１
２
）

（二
種
の
生
死
を
學
げ
て
、
興
奪
の
意
を
繹
す
る
中
の
第
二
に
、
二
種
の
生
死
の
章
門
を
繹
き
明
し
ま
す
。
）

（虚
偏
の
衆
生
と
は
）、
三
界

（欲
界

・
色
界
。
無
色
界
迷
―
ひ
、
輪
廻
の
世
界
）
の
中
に
も
ま
た
聖
人

（悟
り
を
得
た
人
）
が
ゐ
ま
す
が
、

（そ
の
敷
は
少
い
こ
と
で
す
し
）
今
こ
こ
で
は
人
数
の
多
い
方
に
従
つ
て
説
明
し
ま
す
。
　
そ
れ
故
に
三
界
の
衆
生
を
虚
償
の
衆
生
と

（し
か
し
こ
こ
で
は
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
と
名
づ
け
ま
す
。

云
ひ
ま
す
。
（阿
羅
漢

。
辟
支
佛
と
は
、
本
末
は
七
地
以
下
で
す
が
）
七
地
以
下
の
菩
薩
は
未
だ
憂
易
生
死
を
受
け
て
を
り
ま
せ
ん
。

辟
支
佛
と
い
ふ
）
た
だ
本

（昔
日
）
の
名
を
そ
の
ま
ま
用
ひ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
八
地
以
上
を
阿
羅
漢

無
上
菩
提
を
究
寛
す
る
と
は
、
金
剛
心
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
佛
果
に
到
る
因
の
中
の
最
究
党
の
境
地



で
あ
り
ま
す
。

若
し
生
死
に
つ
い
て
そ
の
種
類
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
全
部
で
四
種
類
あ
り
ま
す
。

一
に
は
、
有
漏
の
業

（煩
悩
の
け
が
れ
に
よ
る
行
篤
）
を

「
因
」
（直
接
原
因
）
と
し
、
四
佳
地
の
煩
悩
Ｔ
）
含
一界
に
お
け
る
四
つ
の
煩

僣
）
を
縁

（開
接
原
因
）
と
し
て
現
は
れ
る

「
果
」
で
あ
り
ま
す
。
身
色

（身
證
）
に
美
と
醜
と

の
匡
別
が
あ
り
、
壽
命
に
長
い
と

短
い
と
の
限
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
分
段
生
死
と
名
づ
け
ま
す
。

二
に
は
、
無
漏
の
業

（煩
悩
の
け
が
れ
の
な
い
清
浄
な
行
篤
）
を

「
因
」
と
し
、
無
明
住
地
の
煩
悩

貧

切
の
煩
悩
が
生
ず
る
根
本
煩
悩
）

を
縁
と
し
て
現
は
れ
る

「
果
」
で
あ
り
ま
す
。
身
證
に
す
が
た
か
た
ち
も
無
く
、
壽
命
に
限
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
明

（悟
り

の
智
慧
）
を
以
て
闇

（迷
ひ
）
を
照
し
て

（明
）
に
代

へ
、　
一
念

一
念
ご
と
に
新
し
く
易
つ
て
い
く
者
、
こ
れ
を
獲
易
生
死
と
名
づ

け
ま
す
。

三
に
は
、
有
漏
の
勝
善

（煩
悩
に
障
へ
ら
れ
な
が
ら
も
勝
れ
た
善
行
）
を

「
因
」
と
し
、
三
界
の
餘
習

（心
は
既
に
煩
悩
を
断
ず
る
も
な

ほ
身
に
残
る
習
性
）
を
縁
と
し
て
現
は
れ
る

「
果
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
だ
身
饉
に
す
が
た
か
た
ち
が
あ
り
、
壽
命
に
も
限
り

が
あ
る
こ
と
は
分
段
生
死
と
同
じ
や
う
で
あ
り
ま
す
。　
一
念

一
念
ご
と
に
生
滅
す
る
こ
と
は
、
憂
易
生
死
と
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

に
　
こ
く
ち
ゆ
う
げ
ん

こ
れ
を
二
國
中
間

（分
段
世
界
と
襲
易
世
界
と
の
中
間
の
世
界
）
の
生
死
と
名
づ
け
ま
す
。

四
に
は
、
初
流
末
の
時

（初
め
て
生
を
享
け
た
時
紬
）
は
、
三
界

（迷
ひ
の
世
界
）
の
日
外
に
居
て
、
無
漏
の
業
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
過
去
世
か
ら
背
負
つ
て
き
て
ゐ
る
無
明
住
地
の
煩
悩
を
相
績
し
て
生
死
を
受
け
ま
す
。
こ
れ
を
初
流
末
の
生
死
と
名
づ
け
ま
す
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
ニハ
九



七
〇

し
か
し
な
が
ら
、
六
地
の
菩
薩
か
ら
以
下
、
三
途

（地
獄
。
餓
鬼

。
畜
生
）
に
墜
ち
て
ゐ
る
衆
生
ま
で
は
、　
一
念

一
念
ご
と
に
生
滅
す

る
性
が
あ
り
ま
す
が
、
身
證
の
形
や
質
に
違
ひ
が
あ
り
、
壽
命
に
限
り
が
あ
り
、
そ
の
生
を
享
け
て
ゐ
る
世
界
に
も
定
ま
り
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
は
皆
分
段
生
死
で
あ
り
ま
す
。
　

八
地
以
上
の
菩
薩
は
、
壽
命
の
年
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
が
、
無

限
と
も
言

へ
る
ほ
ど
逢
か
に
長
い
の
で
、
た
だ
要
約
し
て

″
限
り
が
な
い
″
と
説
明
す

る
の
で
あ
り
ま
す
。
前
の

一
瞬
の
念
ひ
を

「
因
」
と
な
し
、
後
の

一
瞬
の
念
ひ
を

「
果
」
と
な
し
て
、　
一
新

一
新
と
新
た
な
も
の
へ
と
移
り
易
つ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
八

地
以
上
は
み
な
彙
易
生
死
と
し
ま
す
。
　

七
地
の
菩
薩
は
身
證
に
す
が
た
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
が
、

た
だ
正
結

（煩
憎
）
に
惑
は
さ

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
分
段
生
死
と
は
名
づ
け
ま
せ
ん
。
ま
た

一
念

一
念
ご
と
に
生
滅
し
ま
す
が
、
な
ほ
身
證
に
す

が
た
か
た
ち
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
憂
易
生
死
と
は
名
づ
け
ま
せ
ん
。
雨
盈

（二
つ
の
園
く
太
い
桂
）、　
印
ち
分
段
生
死
と
憂
易
生

死
と
の
間
に
立
ち
と
ど
ま
つ
て
ゐ
る
や
う
な
も
の
で
、
そ
れ
故
に
二
國
中
間
の
生
死
と
名
づ
け
ま
す
。
　

初
流
末
の
時
は
、
無
漏
の

業
が
無
い
の
で
憂
易
生
死
と
同

一
硯
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
未
だ
三
界
に
入
つ
て
迷
ふ
と
い
ふ
意
識
は
現
は
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
。

そ
れ
故
に
本
営
の
分
段
生
死
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
闇
識

（根
本
煩
悩
で
あ
る
無
明
か
ら
生
ず
る
無
意
識
の
意
識
）
が
相
績
さ
れ

て
、

一
念

一
念
ご
と
に
三
界
に
墜
ち
て
い
く
の
で
、
別
に
立
て
て

一
種
の
生
死
と
し
ま
す
。

今
こ
こ
で
は
、
分
段
生
死
と
興
易
生
死
と
二
國
中
間
の
生
死
と
の
三
種
に
つ
い
て
だ
け
言
ひ
ま
す
と
、
（三
種
の
そ
れ
ぞ
れ
に
苦

。

集

。
滅

。
道
の
四
諦
が
あ
る
の
で
）
、
全
部
で
十
二
諦
が
あ
り
ま
す
。
初
流
末
の
生
死
に
つ
い
て
だ
け
言
ひ
ま
す
と
、
た
だ
苦

。
集

の
二
諦
だ
け
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
全
部
合
せ
る
と
十
四
諦
が
あ
り
ま
す
。
　

或
る
説
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
初



流
末
の
時
は
、
或
い
は
佛
に
め
ぐ
り
あ
つ
て
佛
道
を
修
行
し
、
佛
果
を
得
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
滅

。
道
の
二
諦
も
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
こ
の
二
諦
を
加

へ
て
十
六
諦
あ
る
―
―
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
の
解
澤
は
違
ひ
ま
す
。
―
―
初
流
末
の
時
は
ま
だ
三
界
に
入

つ
て
ゐ
な
い
、
三
界
に
入
れ
ば
間
違
ひ
な
く
迷
ひ
に
と
ら
は
れ
始
め
、
そ
こ
で
苦
と
柴
と
の
別
を
意
識
し
て
滅

。
道
を
修
行
し
た
い

と
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
（し
か
し
初
流
末
の
時
は
三
界
に
入
つ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
）
滅
と
道
と
の
二
諦
が
無
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
、
―
―
と
。

二
國
中
間
の
生
死
は
三
界
の
餘
習
で
あ

つ
て
、
正
使

（断
ち
切
る
べ
き
煩
悩
の
主
饉
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初
流
末
の
時
は
、
未
だ

煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
従
つ
て

（
二
國
中
間
と
初
流
末
と
は
）
佛
が
究
党
で
あ
る
こ
と
を
立

證
す
る
に
は
不
充
分
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
同
じ
傾
向
の
も
の
を
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
二
國
中
間
の
生
死
は
分
段
生
死
に
属
し
、

初
流
末
の
時
は
愛
易
生
死
に
局
し
ま
す
。
さ
う
で
あ
れ
ば
印
ち
、
要
は
分
段
生
死
と
憂
易
生
死
と
に
在
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
勝
重
は
、

た
だ
分
段
生
死
と
彙
易
生
死
と
に
つ
い
て
、
憂
易
を
究
党
と
し
分
段
を
不
究
党
と
し
て
、
そ
の
意
味
を
澤
き
明
す
の
で
あ
り
ま
す
。

（１
）
四
住
地
の
煩
悩
　
佳
地
と
は
煩
悩
の
生
ず
る
根
源
を
い
ふ
。
四
住
地
と
は
三
界
に
お
け
る
見
惑
・
思
惑
の
煩
悩
。　
一
に
見

一
虎
佳
地
―
三
界
の
あ
ら
ゆ
る
よ
こ
し
ま
な
見
解
。
二
に
欲
愛
佳
地
―
欲
界
の
あ
ら
ゆ
る
よ
こ
し
ま
な
思
慮
。
三
に
色
愛
住

地
―
色
界
の
あ
ら
ゆ
る
よ
こ
し
ま
な
思
慮
。
四
に
有
愛
住
地
―
無
色
界
の
あ
ら
ゆ
る
よ
こ
し
ま
な
思
慮
。

（訓
讀
文
）

さ
ん
が
い
　
　
な
か
　
　
ま
た
し
よ
う
に
ん
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
い
ま
た
　
　
　
し
た
が
　
　
　
あ
か
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
一』

一〓
　
　
し
ゆ
じ
よ
う
　
い

三
界
の
中
に
亦
聖
人
有
れ
ど
も
、
而
も
今
多
に
従
ひ
て
明
す
こ
と
を
篤
す
。
故
に
虚
偏
′
衆
生
と
云
ふ
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章

七ヒ
女Lぢ

土挙》
ヤま



七
二

程
だ
戴
顔
を
夕
け
ず
。
麟
機
に
が
り
て
響
を
ｆ
く
。
配
に
だ
ぜ
哄
Ｊ
を
呼
計
湖
・
膵
赴
薩
と
が
づ
く
。　
好
一期

，
穀
Ｅ

菩
提
一フと
は
、
金
剛
心
に
し
て
是
れ
因
の
中
の
最
究
寛
な
り
。

若
し
生
死
を
排
ぜ
ば
凡
そ
四
種
有
り
。

一
に
は
有
漏
の
業
を
以
て
因
と
篤
し
、
四
住
地
の
煩
悩
を
縁
と
馬
し
て
感
ず
る
所
の
果
な
り
。
身
色
に
妙
と
議
と
別

有
り
。
壽
命
に
長
と
短
と
期
有
る
を
、
名
づ
け
て
分
段
生
死
と
篤
す
。

二
に
は
無
漏
の
業
を
以
て
因
と
篤
し
、
無
明
住
地
の
煩
悩
を
縁
と
篤
し
て
感
ず
る
所
の
果
な
り
。
身
に
形
色
無
く
、

鏡
ぽ
妍
厩
鮮
し
。
麟
嚇
Ｐ
唆
て
融
に
伴
へ
、
鏡
舘
に
競
羨
す
る
趣
を
、
響
づ
け
て
戴
荻
曇
殉
と
鮮
す
。

載
に
は
が
滸
の
蹴
議
が
瞬
て
鴎
と
ぼ
し
ヽ
二
界
の
策
御
を
続
と
評
し
て
慮
ず
る
臓
ゲ
黙
な
り
。
観
膠
観
犠
り

計ヽ
み鋼

に
も
画
か
り
て
ヽ
剣
配
に
耐
じ
な
る
に
優
た
り
。
舘
舘
に
曇
虎
す
る
こ
と
対
戴
家
に
町
じ
な
る
を
、
響
づ
け
て
ｒ
殴

輯
醗
″
曇
現
と
辟
す
。

け
に
は
祉
貯
対
の
曝
は
、
二
界
の
が
に
な
り
て
鯖
貯
の
新
鮮
し
。
麟
醜
ま
の
構
配
を
嘘
て
曇
残
を
ぞ
く
る
を
、
響
づ

け
て
祉
滞
対
の
畳
殉
と
評
す
。

鮮
る
に
蝋
ザ
々
が
喋
副
麻
ゴ
菫
ざ
ま
で
ヽ
舘
舘
畳
虎
ゲ
デ
粋
り
と
は
げ
ヽ
溶
質
ぽ
肛
ゲ
リ
ヽ
計
鏡
ぽ
鰤
粋
り
ヽ
配
界
に
越

ま
り
行
り
。
耀
に
齢
先
既
曇
建
な
り
。
　
だ
ぜ
眺
場
は
場
餌
の
妍
町
粋
り
と
は
ゞ
ヽ
雌
夕
に
絞
し
て
嚇
す
こ
と
を
計
す
。

証
舘
を
鴎
と
が
し
夢
舘
を
だ
と
鮮
し
て
ヽ
就
競
嚇
顔
す
。
躍
に
馘
競
を
期
顔
畳
残
と
評
す
。
　
毬
ザ
の
ギ
薩
は
膠
ぅ餞



が
り
と
慇
げ
ヽ
麟
晨
嵩
ゲ
朧
ず
る
屏
ぽ
飛
ず
。
耀
に
短
配
と
絆
づ
け
ず
。
律
舘
鮫
曇
虎
ヤ
と
は
ダ
狸
痰
α
構
り
。
蹴
に

射
療
と
響
づ
け
ず
。
耐
盤
げ
虻
離
す
る
が
耀
に
響
づ
け
て
ゴ
殴
囀
醗
″
曇
残
と
鮮
す
。
　
祉
滞
対
の
曝
は
、
鮮
震
の
新

鮮
き
が
配
に
動
療
に
耐
ず
丁
か
ら
ず
。
利
だ
式
獄
の
鴫
構
に
だ
ら
ず
。
配
に
肇
し
き
鷺
既
に
あ
ら
ず
。
囃
配
謎
構
綴
し

て
舘
鏡
に
ず
鮒
す
る
を
唆
て
の
配
に
、
肛
に
ぎ
て
て
一、、っ機
の
畳
残
と
が
す
。

牛
は
鷺
則
と
戴
療
と
輯
醗
ど
の
五
続
の
曇
残
に
絞
し
て
も
聾
講
粋
り
。
彼
が
難
に
絞
し
て
は
嚇
警
氣
け
ゴ
識
の
み
が
り
。

Ｐ
貯
に
対
い
に
ダ
し
て
母
配
講
粋
り
。
　
裁
は
ｒ
は
く
。
祉
貯
対
の
曝
は
、
数
い
は
ほ
に
ぽ
ひ
逢
を
像
め
て
は
を
響
る

こ
と
が
る
が
戯
に
ぶ
灘
・
選
ゴ
講
も
が
り
。
が
ア
に
鮮
罰
規
証
札
り
と
。
　
融
る
に
牛
の
機
ぼ
怨
ら
ず
。
祉
貯
対
の
』

は
、
二
獄
に
だ
ら
ば
栞
に
聰
構
を
ぽ
し
、
現
ザ
警
数
を
鵬
ち
て
配
澤
を
ぃ
す
る
こ
と
を
た
む
。
叫
ザ
虎
達
ゴ
講
鯖
き
こ

と
明
ら
か
な
り
と
。

ゴ
醸
輯
醗
ぽ
機
に
し
て
己
健
に
数
ず
。
祉
貯
対
の
』
は
根
だ
蹴
認
を
嘘
ら
か
に
せ
ず
。
蜆
ザ
瞬
て
に
の
発
売
を
謝
デ
る

に
せ
ら
ず
。
麟
ぐ
か
し
絆
ひ
』
麟
ぜ
ば
ヽ
ゴ
匪
囀
醜
´
売
既
に
康
し
、
祉
滞
恐
の
雌
を
戴
家
に
藤
す
。
怨
れ
ば
臨
ザ
酎

は
が
鮮
と
戴
荻
と
に
が
り
。
デ
孵
に
瞬
黎
ぽ
麟
奮
既
。
期
療
に
詳
き
て
祭
売
・
宿
簗
記
の
計
を
機
す
る
こ
と
を
ぼ
す
。

経
典

（に
樋
印
切
の
章
）
　
　
　
組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

分
段
死
ト
ハ者
。
謂
ク虚
偽
ノ衆
　
　
分
段
死
と
は
、
謂
は
く
虚
偽
の
衆

　

「分
段
生
死
と
は
、
煩
悩
に
東
縛
さ
れ
た
衆
生
の
生
死
を

生
ナツ０
不
思
議
憂
易
死
卜
者^
。
　
生
な
り
。
不
思
議
憂
易
死
と
は
、
　
　
謂
ひ
ま
す
。
不
思
議
愛
易
生
死
と
は
、
阿
羅
漢
と
辟
支
佛

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
七
三



七
四

謂
″
阿
羅
漢
卜
・
辟
支
佛
卜
・大
　
　
謂
は
く
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
大
力
　
　
と
す
ぐ
れ
た
力
を
持

つ
た
菩
薩
と
が
、
衆
生
済
度
の
た
め

力
′
菩
薩
ト
ノ
意
生
身
，
。
乃
ッ
　
　
の
菩
薩
と
の
意
生
身
に
し
て
、
乃
　
　
に
意
の
ま
ま
に
姿
を
現
は
す
こ
と
が
で
き
て
、
更
に
最
高

至
″
マず
，
究
〓寛
ス
ル
ニ無
上
菩

　
　
し
無
上
菩
提
を
究
寛
す
る
に
至
る
　
　
至
上
の
悟
り
を
究
め
る
と
こ
ろ
に
到
達
す
る
ま
で
の
生
死

提
・，。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
で
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
謂
ひ
ま
す
。
」

〔
昔
方
便
を
以
て
興
ふ
る
こ
と
を
篤
す
の
意
を
澤
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
―
ロ
ー
□
１
３
）

（二
種
の
生
死
を
拳
げ
て
、
典
奪
の
意
を
繹
す
る
中
の
）
第
三
に
、　
¨
一種
の
死
の
中
に
か
ら
以
下
は
、　
正
し
く
昔
、
佛
が
究
寛
と

し
て
承
認
を
輿

へ
た
の
は
、
こ
れ
は
方
便
で
あ
つ
た
と
い
ふ
意
味
を
繹
き
明
し
ま
す
。
　

こ
れ
を
澤
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
。
―
―
昔

日
は
た
だ
分
段
生
死
を
除
い
た
だ
け
に
よ
つ
て
、
四
智
が
究
寛
し
て
ゐ
る
と
言
つ
た
が
故
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

ゴ
勧
ノ摯
′韓
二行
り
喋
Ｗ
、
察
式
に
理
し
く
謝
が
難
ふ
る
は
慧
れ
が
ほ
と
い
ふ
の
計
を
離
す
。　
織
び
て
げ
は
く
ヽ
離
鴎

に
は
麟
先
鋸
を
解
く
に
即
り
て
配
智
祭
封
と
計
ふ
が
耀
な
り
。

二
［
紳
（
一
設
一↓
刺
¨
枠
一）
　

「一帥
〔
剌
［
轍

に
先
鮮
摯
を
瞬
て
　
「九
耐
罐
州
〔
赫
『

甲
の
分
段
生
死
を
（除
く
こ
と
を
）
以

故
〓

説
計
玉
フ阿
羅
漢

・
辟
支
　
　
の
故
に
、
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
の
智
　
　
て
の
故
に
、
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
の
智
を
我
生
己
蓋
智
と



佛
′智
フ我
生
己
蓋
・卜．
得
ンガ
有

餘
′
果
證
一フ故
ら

説
一
玉
フ梵
行

已
立
・卜。
凡
夫
。人
・天
ノ所
け
，

不
”
能
い
排
ズ
も

七
種
ノ學
人
′

先
ョ，所
″
未
”
作
サ虚
偽
′煩
悩
フ

断
ズ
ルガ
故
ら
　
説
卦
玉
フ所
作
已

排
・卜。
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
′所

断
ノ
煩
悩
ハ０
更
二
不
％
能
ら
受
ン
ル

後
有
・フ故
ら
　
説
一
〓
フ
不
受
後

有
・卜。

を
我
生
已
蓋
と
説
き
た
ま
ふ
。
有

餘
の
果
證
を
得
る
が
故
に
、
梵
行

已
立
と
説
き
た
ま
ふ
。
凡
夫
。人
・

天
の
排
ず
る
能
は
ざ
る
所
な
り
、

七
種
の
學
人
の
先
よ
り
未
だ
作
さ

と
こ
ろ
　

，」

ぎ

　

　

ば
ん
の
う
　
　
だ
ん

ざ
る
所
の
虚
偽
の
煩
悩
を
断
ず
る

が
故
に
、
所
作
己
排
と
読
き
た
ま

ふ
。
け
融
激
・
麒
対
薩
の
尻
府
の

煩
悩
は
、
更
に
後
有
を
受
く
る
能

は
ざ
る
が
配
に
、
な
彊
夢
が
と
計

き
た
ま
ふ
。

お
読
き
に
な
り
ま
し
た
。
有
餘
の
果
證

（心
の
東
縛
か
ら
は

離
れ
て
ゐ
る
が
、
ま
だ
肉
饉
の
け
が
れ
は
残
し
て
ゐ
る
状
態
の

悟
り
）
を
證
得
し
て
ゐ
る
が
故
に
、
梵
行
己
立
智
と
お
説

き
に
な
り
ま
し
た
。
凡
夫
と
人
間
と
諸
天
と
が
排

へ
る
こ

と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
小
乗
の
修
行
の
七
段
階

を
學
ん
だ
人
た
ち
で
も
今
ま
で
に
賓
現
で
き
な
か
つ
た
虚

偽

（分
段
生
死
）
の
煩
悩
を
断
ち
切

つ
て
ゐ
る
が
故
に
、

所
作
已
排
智
と
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。
阿
羅
漢
と
辟
支

佛
と
が
断
ち
切

つ
た
と

こ
ろ
の
煩
悩
は
、
さ
ら
に
後
有

（未
末
に
お
け
る
輪
廻
の
生
死
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
故
に
、
不
受
後
有
智
と
お
説
き
に
な
り
ま
し
た
。
」

〔究
尭
は
二
乗
に
在
る
に
非
ぎ
る
の
意
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
ロ
１
４
）

（二
種
の
生
死
を
撃
げ
て
、
典
奪
の
意
を
澤
す
る
中
の
）
第
四
に
、　
一
鷲
の
煩
悩
を
整
す
に
非
ず
か
ら
以
下
は
、　
正
し
く
究
党
の

境
地
は
二
乗
に
在
る
の
で
は
な
い
と
い
ふ
意
味
を
繹
き
明
し
ま
す
。
　

澤
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
。
―
―
二
乗
は
三
界
内
外
の

一
切
の

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
七
五



七
六

煩
悩
を
断
ち
蓋
し
て
ゐ
な
い
、
こ
れ
を
究
党
の
境
地
と
言
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。
　
そ
し
て
此
の
中
の

緩
典
の
文
章
を
推
し
は
か
つ
て
み
ま
す
と
、
外
文

（経
典
の
文
章
の
表
面
は
）
究
寛
は
二
乗
に
在
る
の
で
は
な
い
と
だ
け
繹
き
明
し
て

ゐ
ま
す
が
、
（そ
の
文
章
の
内
な
る
意
味
は
、
）
昔
日
に
究
寛
と
認
め
た
の
は
方
便
で
あ
つ
て
、
究
党
の
境
地
は
た
だ
如
末
の
み
に
在

る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
こ
と
は
経
典
の
文
章
の
道
理
に
よ
つ
て

齢
から

わ
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
本
義
」
は
、
（前
の
）
二
種
の
死
の
中
に
か
ら
以
下
は
、
（こ
こ
で
は
昔
、
佛
が
究
寛
と
し
て
興
へ
た
の
は
方
便
と
し
て
で
あ
つ

た
の
意
を

「
繹
す
」
と
し
ま
し
た
が
、
さ
う
で
は
な
く
、
）
（前
の
）
第

一
の
奪
ふ
こ
と
の

「
結
」
と
し
て
、
先
づ
佛
が
昔
日
に
興
へ

た
こ
と
を

「
結
す
」
と
し
て
ゐ
ま
す
。
（次
の
）

一
研
の

（煩
悩
を
）
整
す
に
非
ず
か
ら
以
下
は
、
（こ
こ
で
は
究
党
の
意
を

「澤

す
」
と
し
ま
し
た
が
）、
「本
義
」
は
、
今
日
勝
重
が
奪
ふ
こ
と
を

「
結
す
」
と
し
て
ゐ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

撹
【
蒙
考
↓
研
ノ魔
鵬
・フ管
り
騨
Ｗ
ヽ
射
酔
に
理
し
く
祭
封
は
武
為
に
稽
る
に
対
ず
と
の
計
を
機
す
。
　
曝
び
て
ｒ
は
く
。

だ
だ
↓
妹
の
鷹
鵬
を
設
さ
ざ
る
冠
を
条
競
と
識
ふ
に
栽
ざ
る
が
配
な
り
と
。
　
融
し
て
雌
の
嘴
の
対
を
ぽ
し
議
ぬ
る
に
、

″
党
は
熙
祭
競
は
■
群
に
″
る
に
規
ず
と
機
ぜ
ど
も
ヽ
部
が
難
へ
し
は
慧
れ
が
ほ
に
し
て
祭
部
は
囃
姑
対
の
み
に
″
る

こ
と
は
、
麟
ィ
を
暖
て
ぉ朗
から
裁
は
る
。

村
ポ
は
、
ゴ
秘
ノ殆
ノ囃
〓ば
リ
ソ
Ｗ

　ヽ
新
ぃち

の
軽
ふ
を
経
す
る
に
が
づ
鷹
の
謝
が
難

へ
し
を
経
し
、　
撹
ズ鞍
鷲
一ぃ漿
＾

灯
鵬
￥
征
リ
ソ
Ｗ
ヽ
鋭
賦
晨
黎
″
奪
ふ
こ
と
を
経
す
。



非
騨
騨

二 玲
撃
串
た
ぃ
『
一
¨
）

　
・
つ呻
［
］
畷
な

設
す
に
非
ず
、
亦
　
　
「
（岬

牌
嘲
麻
［
畔

け
る
）

一
切
の
煩
悩
を
断
じ
蓋
し
た
の

非
”
レー
蓋
竜

一
切
ノ受
生
・フ。　
　
　
一
鷲
の
受
生
を
蓋
す
に
非
ざ
れ
ど
　
　
で
は
な
く
、
ま
た

（三
界
内
外
に
お
け
る
）

一
切
の
生
死

故
二説
封
〓
フ
不
受
後
有
・卜。　
　
　
　
も
、
こ凛
ら

に
不
受
後
有
と
説
き
た
　
　
を
窮
め
蓋
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
と
さ
ら
に
、

ま
ふ
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
世
に
お
い
て
輪
廻
す
る
身
に
は
な
ら
な
い
、
と
読
か
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
研
究
〕

一
、
「
本
義
」
の
読
の
御
引
用
に
つ
い
て

「
本
義
に
云
は
く
」
と
し
て

「
本
義
」
の
読
を
引
用
さ
れ
た
の
は
、
太
子

『
義
疏
』
に
お
い
て
は
こ
の
箇
所
が
初
出
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
以
後
、
全
部
で
十
二
箇
所
に
わ
た
つ
て

「
本
義
」
の
説
を
引
用
し
て
を
ら
れ
ま
す
が
、

こ
の
箇
所
の
や
う
に

「
本
義
」
の
読
の
可
否
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
ゐ
な
い
場
合
が
六
箇
所

（次
表
の
１
、
４
、
５
、
８
、
９
、

１０
）、
「
而
る
に
今
は

須
ひ
ず
」
な
ど
と

「
本
義
」
の
説
を
批
剣
し
て
を
ら
れ
る
の
が
五
箇
所

（次
表
の
２
、
３
、
６
、
７
、
■
）、
「
欲
す
る
に
随
つ
て

用
ふ
べ
し
」
と
さ
れ
て
を
ら
れ
る
の
が

一
箇
所

（次
表
の
１２
）
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
も
太
子
が

″御
自
身
の
御
見
解
″
を
以
て

大
陸
の
註
澤
書
を
研
究
な
さ
つ
た
御
態
度
が
窺
は
れ
ま
す
。

二
、
「
本
義
」
と

『
敦
慢
本
』
と
の
比
較

正
読
　
第
五

。
一
乗
章



七
八

こ
の
箇
所
に
お
け
る

「
本
義
」
説
と

『
敦
連
本
』
の
読
と
は
同
じ
内
容
に
な
つ
て
を
り
、
『
敦
煙
本
』
は

「
本
義
」
と
同
系

統
の
経
疏
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
「
本
義
」
と

『
敦
煙
本
』
と
の
比
較
表
は
左
記
の
通
り
で
す
が
、
語
旬
の
配
列
は
異
な
つ
て

ゐ
る
も
の
の
内
容
が
同
じ
で
あ
る
の
は
四
箇
所

（次
表
の
１
、
２
、
８
、

１２
）ヽ

語
句
や

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
ひ
は
あ
る
も
の
の
内

容
が
概
ね
同
じ
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
四
箇
所

（次
表
の
３
、
７
、
９
、

１０
）、
内
容
が
異
な
つ
て
ゐ
る
の
が
三
箇
所

（次
表
の
４
、

５
、
６
）、
「
本
義
」
読
に
封
し
て
、
『
敦
爆
本
』
に
は
そ
れ
に
該
営
す
る
文
言
が
無
い
の
が

一
箇
所

（次
表
の
■
）
あ
り
ま
す
。

太
子
が

「
本
義
」
と
し
て
研
究
の
封
象
に
な
さ
つ
た
註
澤
書
は
、
今
の
と
こ
ろ
嚢
見
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
思
は
れ
ま
す
。

比
較
表
に
つ
い
て
、
「
本
義
」
は
上
段
、
『
敦
煙
本
』
は
中
段
、
下
段
に
備
考
を
設
け
ま
し
た
。

（
一
乗
章
　
一
一乗
の
果
を
會
す
　
第
三
、
二
種
の
生
死
を
拳
げ
て
興
奪
の
意
を
澤
す
　
第
四
、
究
党
は
二
乗
に
非
ず
）
の
箇
所

（七
六
頁
）

・
村
デ
６
　
僣
誅
一勧
′難
′就
一卵
プ
。
　
一
孵
式
ら
謹
”鷹
を封
難
（ツる
（中
略
）
征
コ
　
一
科
段
の
分
け
方
も
内
容
も
同
じ
。
但

鯉
一
ル
ニ射
ｔ
ノ鶴

・フフ
ガ
ヅ
鰐
ン
薩
ノ
昔
ノ　
一　
ゴ
毬
ノ
殆
ノ輯
一ビ
プ
冠
す
パ
中
略
）
籍
ゴ
主
　
し

「
本
義
」
は
経
典
を
先
に
示
し
、

難
す
。
征
の納
啄蒙
竃
一っ鷲
・フ喋
プ
。　
　
一
鮮
九腸
魏
ノ牛
鶴
電
１
０
（中
略
）
行
均総
啄　
一
『敦
煙
本
』
は
後
に
示
す
。科
段
分
け

謹
一鋭
聡
晨
ぅ魏
′輔
て
，
　
　
　
　
　
一
鞍
竃
・、、っ妹
・ワ
（計
ず
）
通
す
。　
　
　
　
　
一　
の
経
典
の
示
し
方
は
、
以
下
同
様
に

異
な
つ
て
ゐ
る
。

（
一
乗
章
　
一
一乗
の
果
を
會
す
　
第
五
、
前
の
四
重
を
歴
結
す
）
の
箇
所

（
一
一
〇
頁
参
照
）

２
城
霧
二武
る
律
均
雌
（世
輔
。け
計
漱
じ
　
一
舞
載
ら
経
ら

経
熟
ルす
薩
′射
ゴ
既
‘
　
一
科
段
の
分
け
方
も
内
容
も
同
じ
。
但



職
。
経
熟耐
ノ射
ゴ
ニ囃
姑
鷲
ハ祭
戴
子
。

一
驀

ダ^
■
７
，祭
第
一。　
　
藤
吟嘴
ニ

舛
ちテ鮮

降畔
も

新
毬
二鮮
魂
一じ剰
′村
祭
崩
・ワ。

新
ｒ
二管
つか
シ鮒
ｐｔ
櫨
′警
・フ卵
プ
。

鯉
”妊
恐
′祭
歳
・フ。

新
五
・宿
コピ
輔
。
な
ツ難
嚇
雌

ザ
フ

イ
ツ配
ゼ喋
Ｗ
叫駿
”鯉
メルム
一じ対
ノ村

分
さ封

・フ。

舞
酔
二征
コ世
輔
０庶
ニテけ
ノぎ
′魔
惚
一

魔
Ｗ
。
し雛

降謹
メルフ妊
鷲
ノ祭
封
・フ０

囃
姑
鷲

祭^
封
子
ム
一じ剰
ハィ
■
７
フ祭
競
・セ

也
。
（中
略
）
叉
分

テ篤
降
四
卜。

射
一、、ち
ら
経
≒
一じ対
′村
祭
封
・ワ。
（中
略
）

征
コピ
輔
。け
計
灘
・トビ
Ｗ
通
す
ズ
中
略
）

射
ゴ
ら
欲
（謹
ン
妊
葱
′餐
競
・フ。
（中
略
）

循
つか
シ鮒
輩
っ櫨

‥′
…
ゴワげ
Ｗ
通
す
。

（中
略
）
舞
五
ら
し躍

昨朧
メルム
一じ剌
ノ村

餐
崩
・フ。
（中
略
）
征
コ世
輔
。か
ン鯉
明

齢
毬
・フ卍
Ｗ
通
す
。
（中
略
）

射
酔
乱
積
に
組
一ルフ妊
恐
′餐
記
・ワ。（中
略
）

征
コ世
輔
。
嫌

， 雌
′む
／
ム
』
下
こ意
す
。

し

『
敦
煙
本
』
の
科
段
分
け
は

一
箇

所
に
ま
と
ま
つ
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
の

で
は
な
く
、
そ
の
間
に
細
か
い
科
段

分
け
の
記
述
な
ど
が
あ
り
、
相
営
の

行
数
を
隔
て
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
ま

た
経
典
を
示
す
に
営
つ
て
、
第
二
で

「
苦
」
、　
第
三
で

「
不
断
」
、

第
四
で

「
煩
悩
」
の
各
語
句
が
省
略
さ
れ

て

ゐ
る
。

（
一
乗
章
　
一
一乗
の
果
を
會
す
　
第
五
、
前
の
四
重
を
歴
結
す
　
第
二
、
究
党
は
唯
佛
の
み
に
在
り
）
の
箇
所

（
一
二
五
頁
参
照
）

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
七
九



（
一
乗
章
　
一
一乗
の
果
を
會
す
　
第
五
、

４
本
義

．́云
夕
。
従
内
此
（世
奪
。
不
受
後

有
智
二有
型
一種
し
以
下
。
　
結
一
卜
牧
ニ

に
ゆ
う
　
　
い
ち

・
〈
ス
ル
フ

一
　
一
。

（
一
乗
章
　
一
一乗
の
果
を
會
す
　
第
六
、

５
本
義
．．云
夕
。
此
ハ
（世
拿
。
彼
先
′
所
得
ノ

以
下
）
薩
二耀
“
配
ス鷹
ノ
雌

・スフ
０
魏
▼
ト

是
レ
一
乗
二攻

二結
シ
一二
乗
・ヮ以
テ
篤
篭

一

祟本
い
。（

一
乗
章
　
一
饉
三
費
　
第
一
、
別
腱
は
究
党
に
非
ざ
る
を
明
す
）
の
箇
所

盆
六
九
頁
参
照
）

６
村
ガ
ニ理
も

行
内初
。

（ど
輔
。
婿
嶽
じ
一
孵
↓
ら

嗽
一制
ぅ齢
ゎ川
絆
６
鮮
一
コタ
庁
　
一一
雨
者
異
な
つ
て
ゐ
る
。

割
ンキる

（中
略
）
射
衆
る
嚇
レぽ
膠

興^
二

識
催
・卜制
ンキる

（中
略
）
射
毬
ら
嚇
卜灘
ぅ

計
′ヽぅ典
〓識
朧
・卜割
ンやる

八
〇

雨
者
異
な
つ
て
ゐ
る
。

な
ほ

『
敦
煙
本
』
に
似
た
説
は
、
「
本

義
」
で
は
次
の
経
典
の
箇
所
で
記
さ

れ
て
ゐ
る
。

雨
者
異
な
つ
て
ゐ
る
。

前
の
四
重
を
歴
結
す
　
第
四
、
究
党

・
不
究
党
を
澤
す
る
を
結
す
）
の
箇
所

（
一
四
六
頁
参
照
）

舞
ｒ
〓
継
齢
絆
朧
降
ビ
ク
ル
フ鷹
‘

撹
）
慧
レ

一
乗
二牧
二結
シ
〓
一乗
・ヮ。
以
テ
篤
電

一
乗
い
。

（従
コ
世
尊
。
不
受
後
有
智
二有
製
一種
・

已
下
是
ナ
リ
じ

乗
に
入
る
を
結
す
）
の
箇
所

（
一
五
四
頁
参
照
）

第
三
ら
明
ヽ
ナ
リ
在
つ
テ
因
ノ
之
時
一。
己
二知
れ
ヮ

不
究
尭
”
也
。
従
つ
世
奪
。
（彼
先
″
所
得
ノ）

・

己
下
是
ナ
リ
０



認
ザ
識
″妊
棘
・
麟
。事
農
ぅ製
す
也
二

嚇
ネト鋭
睡
ｉ
っ獣
フ鮮
一
コ；
が
伴
ノ之

札
・卜。（

一
乗
章
　
一
饉
三
賓
　
第
二
、
今
日
の

７
本
義
二云
フ。
　
此
′
一
一句
バ
（婦
二
依
ス
ル
バ

第

一
義
一者
。
是
レ婦

二
依
ス
ルす
如
来
じ

耐
（嚇

メ
ト
一、、っ獣
ノ鷹
酎
ノ獄
蹴
す
る

８
本
義

．̈云
ク
。
従
コ
此
′
二
′蹄
依
卜
（第

式
デ
じ
・ズ
ず
。
経
メト
一、、っ獣
ノ五
康
鮮
＾

同
ッ
タ
是
レ究
寛
・ナリ
も

９
（何
，
以
，
ノ故
；

無
ン
異
′
如
来
し

依
′
之
本
一卜。
（中
略
）
従
つ
世
尊
。
如
来
一

ぴ
ず
冠
す
。
（中
略
）
舞
ゴ
５

藤
′
雌
シ

常

住
′
帰
依
′
證
・フ。
従
つ
常

住
′婦
依
・卜
＾

者
。
已
下
是
ナ
と

（謂
夕
如
来

。
應

・
等

正

覺
ナ
リ
也
ま
で
）

孵
↓
；
藤
′
朧
３
っ獣
基
一んぼ
僣

鴎^
′

是
レ究
党
・ナリふ

従
コ此
′
ニ
ノ婦
依
卜第
一

義
・卜已
下
是
ナι

耐
ワ曖

，
耀
る

（中
略
）
が
ン撃
′妍
林
・卜＾

「
本
義
」
が

一
科
段
と
し
て
ゐ
る
箇

所
を
、

『
敦
燈
本
』
は
二
科
段

に
分

け
て
ゐ
る
。

語
句
の
配
列
は
異
な
つ
て
ゐ
る
が
、

説
は
全
く
同
じ
。

説
は
概
ね
同
じ
だ
が
、
疑
間
と
理
由

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
八
一

證
の
最
極
を
明
す
）
の
箇
所

貧

七
四
、　
一
七
五
、　
一
七
八
、　
一
八
一
頁
参
照
）



村
デ
ニ群
る

蝶
ガ盤
ゾ剛
′
慧
レ祭
崩
ん
。

醜
ゴ
っ獣
ん
ガ戯
‐
。

ｎ
（妊
”慰
ノだ
曇
認
計
妊
斡
譜
卦玉
フ殴
彗

識
じ

村
ギ
ニ群
る
　
ぎ
。
灘
ム
一講
＾

齢
麟
ニイ
ン證
い
は
ら
黙
る
耀
二響
″
タト鮮

ゲ
い。（員

子
章
）
の
箇
所

（三
三
九
頁
参
照
）

・２
村
ギ
ニ武
る

律
卿粋
シ計
がが
子
・ダ
プ
。

だ
シ戯
＃
軋
マ

薩
”輯
二粋
鶴
一。
期

式
二姑
対
麟
彎
ソ働
・
厩
４
一＆
・ワ。
蹴
ニ

者

。

（
中

略

）

灘

卜
饉

卜
妊

恐

女

。

臨

九
き

レ

一
證
ナ
ツ
０
所
以

同^
ジ
ク
是
レ究
寛
ナ
ま
す
也
。

該
営
す
る
文
言
な
し

就
，

第
十
四
員
子
章
一。
叉
分
チ馬
を
一卜。

但
明
一
ナ，
信

。
順
′
一
一忍
・フ也
。
（中
略
）

管
つか
ツ計
ガ
が
テ

・ジ
ず
通
ナι

（中
略
）

八
二

を
述
べ
る
に

つ
い
て
、
「
一
證
」
と

「
究
克
」
と
が
反
封
に
な
つ
て
ゐ
る
。

「
結
す
」
は
同
じ
だ
が
、
「
逐
に
入

一

乗
を
結
す
」
と

「
遠
く

一
乗
を
結
す
」

と
の
違
ひ
が
あ
る
。

の
箇
所

（一
一一
一八
頁
参
照
）

科
段
の
分
け
方
も
内
容
も
同
じ
。

但
し

『
敦
爆
本
』
に
は
、
「
如
末
、
此

の
経
を
以
て
、
功
を
勝
重
に
推
さ
ん

（如
末
蔵
章
　
第
三
、
八
聖
諦
の
名
と
饉
相
を
出
す
　
第
八
、
絶
じ
て
二
種
の
聖
諦
を
結
す
）



響
イ
が
一囃
デ
嗽
一卜鳳
＃
・フ。　
従
ゆ雌

（耐
ノ囃
る
勝
ぅ
翻
）
駄
６
腸
珂

艤
二さ

雪
シ式
統
一フ。
耀
二響
ｒ
テ鮮
摯尾
夕嚇
メト

甦
子
・フ。　
融
ζ
妊
恐
従

暖ヽ
”雌
′絆
・フぅ

健
″卜嚇
フ於
麟
ぅ魏

上二０耀
〓麟
囃
が
嚇
ン

儲
・
雌
４
一続
・フ。制
；
鮮
シナー
腸
ぅ魏

昆
乱
朝
・卜也
。

第
■
５
勝

堂

廣
夕
説
ン員
子
・フ。
備
二明
一
ナ

三
忍
・，。
（中
略
）
従
つ
爾
′
時
；

勝

菫
・

已
下
是
ナ
ツ
０

と
欲
す
。
云
々
」
の
文
言
は
な
い
。

（松
吉
基
順
）

〔
二
種
の
煩
悩
を
畢
げ
て
、
二
死
余
ね
て
除
き
除
か
ぎ
る
の
意
を
澤
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
―
ロ
ー
回
）

特
別
に
二
乗
の
果
を
會
し
て

一
乗
に
入
れ
る
中
の
第
四
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
二
種
の
煩
悩

（四
住
地
の
煩
悩
と
無

明
住
地
の
煩
悩
）
を
學
げ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
第
三
段
目
に
読
い
た
二
種
の
生
死

（分
段
生
死
と
憂
易
生
死
）
を
共
に
併
せ
除
く
こ
と
が

で
き
る
か
、
で
き
な
い
か
、
そ
の
意
味
を
繹
き
明
し
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
分
け
て
二
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
直
ち
に
二
種
の
煩
悩
を
撃
げ
て
、
そ
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
煩
悩
に
二
種
有
り
か
ら
以
下
は
、
煩
悩
の
本
證
と
、
煩
悩
の
順
は
れ
た
相
と
を
出
し
ま
す
。

（訓
語
文
）

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
八
三



八
四

耐
ワ曖
；
配
二征
り
喋
ず
、
肛
に
尉
剰
の
ぞ
を
舒
す
る
輯
の
、
孵
訃
に
ゴ
織
の
魔
鵬
を
雪
げ
て
、
暖
て
察
式
の
鮮
の
ゴ
摯

を
兼
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
の
意
を
繹
す
。
　

中
に
就
き
て
開
き
て
二
と
篤
す
。

新
摯ちに
薩
ち
に
ゴ
機
の
庸
鵬
を
響
げ
て
機
が
鮮
す
。

鮮
ゴ
に
題
鵬
二秒
乱
一毬
・管
り
卵
Ｗ
ヽ
側
鵬
の
歓
構
を
雌
す
。

〔
二
種
の
煩
悩
を
奉
げ
て
澤
を
目
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
―
い
―
回
１
１
）

（二
種
の
煩
悩
を
學
げ
て
、　
二
死
兼
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
の
意
を
澤
す
中
の
第

一
に
、　
二
種
の
煩
悩
を
撃
げ
て
そ
の
理
由
を
澤
き

明
し
ま
す
。
）

疑
間
を
示
し
て
云
ひ
ま
す
。
―
―
何
故
に
如
末
は
二
種
の
生
死

（分
段
生
死
と
憂
易
生
死
）
を
除
く

こ
と
が
で
き
て
、
二
乗
は
未
だ

除
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
せ
う
か
、
―
―
と
。
　

理
由
を
繹
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
。
―
―
煩
悩
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。　
一
は
四

住
地
の
煩
悩

（三
界
に
お
け
る
四
つ
の
煩
悩
）、
二
は
無
明
住
地
の
煩
悩

（
一
切
の
煩
悩
が
生
ず
る
根
本
煩
悩
）
で
あ
り
ま
す
。　
如
爽
は
、

す
で
に
こ
れ
ら
二
種
類
の
煩
悩
を
断
ち
切
つ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
分
段
と
興
易
の
二
種
の
生
死
を
乗
ね
併
せ
て
除
い
て
ゐ
ま
す
が
、
二

乗
は
た
だ
四
佳
地
の
煩
悩
だ
け
を
断
ち
切
つ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
た
だ
分
段
生
死
だ
け
を
除
い
て
ゐ
ま
す
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

興
♂
を
震
げ
て
ｒ
は
く
。
耐
を
嘘
て
か
妍
対
は
静
く
ゴ
オ
を
解
き
、
武
剰
は
札
だ
隈
か
ざ
る
や
。　
議
ぴ
て
げ
は
く
。



魔
側
に
ゴ
鶴
材
り
。
↓
に
け
麟
建
の
魔
鵬
、
ｒ
に
鯉
嚇
麟
眠
の
魔
鵬
な
り
。
妊
鷲
は
醸
に
ゴ
齢
の
魔
鵬
を
設
す
が
盤
に
、

ゴ
孵
斜
ね
て
隈
き
、
一
剰
は
嚇
叶
麟
場
の
鷹
鵬
の
み
を
設
す
が
出
に
、
麟
鏡
麟
曇
建
の
教
を
解
く
と
。

経
典

（に
電
駒
額
馴
彙
攀
）　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

何
フ以

，
ノ
故
ら

有
コ
煩
悩
一。　
　
　
何
を
以
て
の
故
に
。
煩
悩
有
り
、
　
　
「
何
が
故
に

公
一乗
は
ま
だ
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
）
で

是
レ阿
羅
漢

・
辟
支
佛
′所
レ
ンバ
　

是
れ
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
の
断
ず
る
　
　
せ
う
か
。
煩
悩
が
あ
り
、
こ
れ
は
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
は

す
不
”
能
い
断
ズ
ル０
　
　
　
　
　
　
能
は
ざ
る
所
な
れ
ば
な
り
。
　
　
　
　
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
煩
悩
の
腱
相
を
出
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
□
１
２
）

（二
種
の
煩
悩
を
拳
げ
て
、　
二
死
兼
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
の
意
を
澤
す
る
中
の
）
第
二
に
、　
煩
悩
の
本
證
と
煩
悩
の
顧
は
れ
た
相

と
を
出
す
に
つ
い
て
、
ま
た
分
け
て
四
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
正
し
く
二
種
の
煩
悩
の
本
餞
と
、
そ
の
顧
は
れ
た
相
と
を
出
し
ま
す
。

こ
　
　
　
し
じ
ゆ
う
ち
　
　
　
り
き
　
　
い
つ
さ
い
　
　
し
よ
う
ぼ
ん
の
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
か
　
　
く
ら

第
二
に
、
此
の
四
住
地
の
力
は

一
切
の
上

煩

悩
の
か
ら
以
下
は
、
二
種
の
煩
悩
の
は
た
ら
き
の
強
蒻
を
量
り
比
べ
ま
す
。

第
三
に
、
又
取
を
縁
と
し
…
…
如
し
か
ら
以
下
は
、
そ
の
潤
業

（三
界
内
外
に
生
を
う
け
る
こ
と
を
潤
す
原
因
）
が
不
同
で
あ
る
こ
と

を
説
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
世
傘
、
是
の
如
く
、
有
愛
住
地
と
か
ら
以
下
は
、
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
の
意
味

。
内
容
を
説
明
し
ま
す
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
八
五



（訓
讀
文
）

孵
ゴ
の
側
懺
の
献
構
を
雌
す
に
計
き
て
、
理
舛
ち
て
呼
と
評
す
。

射
↓
に
菫
し
く
ゴ
毬
の
魔
離
の
ぼ
構
を
雌
す
。

霧
ゴ
に
げ
′酢
齢
蹴
ノ斌
３
っ妹
′量
雌

鵬
′行
り
喋
ｗ
ヽ
ゴ
繊
の
ぼ
鵬
の
が
膚
の
階
鷺
を
褥
到
す
。

孵
葺
に
難
妊
シ鴫
ヮ織
↓
…
…
・征
り
喋
Ｗ
ヽ
難
の
漑
新
の
村
剛
を
嚇
す
。

孵
配
に
ど
輔
。
妊
”
殿
‘

ゲ
嶽
齢
場
卜行
り
魔
Ｗ
ヽ
蹴
陽
の
デ
を
嚇
す
。

〔正
し
く
煩
悩
の
腱
相
を
出
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
回
１
２
１
０
）

（煩
悩
の
證
相
を
出
す
中
の
）
第
一
に
、　
正
し
く
煩
悩
の
本
證
と
、　
そ
の
顧
は
れ
た
相
と
を
出
す
中
に
つ
い
て
、

つ
あ
り
ま
す
。

第
一
に
、
四
住
地
の
惑

（煩
悩
）
を
繹
き
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
世
尊
。
心
と
相
應
せ
ざ
る
は
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
の
惑
を
澤
き
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

孵
卦ち
に
聡
し
く
齢
構
を
雌
す
嘴
に
詳
き
て
理
ぉ鶴
から
ｒ
が
り
。

孵
↓
に
殴
齢
場
の
設
を
機
デ
。

八
六

ま
た

ら
二

自3



籍
ｒ
に
世
輔
。
覗
卜下
致
精
麟
一行
リ
ガ
Ｗ
、
鯉
嚇
齢
鳩
の
救
を
機
す
。

〔
四
住
地
の
惑
を
澤
す
〕

（
一
―
ロ
ー
□
１
２
１
０
１
０
）

経
典
（四
住
地
の
惑
を
澤
す
）
　

　

紅
典
訓
讀
文

煩
悩
二有
型
一種
・。
何
等
フヵ
篤
降
　

煩
悩
に
二
種
有
り
。
何
等
を
か
二

一
一卜
．
謂
夕
住
地
′煩
悩
卜
・及
ビ
　
　
と
篤
す
。
謂
は
く
住
地
の
煩
悩
と
、

起
′
煩
悩
ト
ナ
な

　

住
地
二有
コ
　
　
及
び
起
の
煩
悩
と
な
り
。
　

住
地

四
種
・。
何
等
ヮヵ
篤
降
四
卜
。
謂
″
　
　
に
四
種
有
り
。
何
等
を
か
四
と
篤

見

一
虎
住
地
卜
・欲
愛
住
地
卜
・　
　
す
。
謂
は
く
見

一
戯
齢
叫
と
、
欲

色
愛
住
地
卜・有
愛
住
地
トナと
　
　
敷
麟
眠
と
ヽ
餞
敷
齢
理
と
ヽ
イ
数

此
′四
種
′
住
地

生^
メ
一
切
′
　
　
住
地
と
な
り
。
此
の
四
種
の
住
地

⌒なわ鏑
漸
江
朴̈
一汰行
の『疇
赫
け証
孵嘲
櫂け躊
）

組
典
現
代
語
課

「
煩
悩
に
二
種
類
あ
り
ま
す
。
何
ら
を
二
と
す
る
の
で
せ

う
か
。
そ
れ
は
、
住
地

（煩
悩
の
生
ず
る
根
源
）
の
煩
悩
と
、

起

（そ
れ
を
縁
と
し
て
起
る
）
の
煩
悩
と
を
謂
ひ
ま
す
。

住
地
に
四
種
類
あ
り
ま
す
。
何
ら
を
四
と
す
る
の
で
せ

う
か
。
見

一
戯
雌
鶴

曾
一界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
よ
こ
し
ま
な

見
解
）
と
、
欲
愛
住
地

（欲
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
よ
こ
し
ま

な
思
慮
）
と
、
色
愛
住
地

（色
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
よ
こ
し

ま
な
思
慮
）
と
、
有
愛
住
地

（無
色
界
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
よ

こ
し
ま
な
思
慮
）
と
を
謂
ひ
ま
す
。
こ
の
四
種
の
住
地
は
、

そ
れ
を
縁
と
し
て
起
る

一
切
の
煩
悩
を
生
じ
ま
す
。
　

起

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
八
七

起
ノ煩
僣
・フ。
　
起
ト
ハ者
刹
那
ノ

心
卜
刹
那
′
相
應
ト
ナ
ι

は

一
切
の
起
の
煩
悩
を
生
ず
。
起

と
は
排
Ｆ
の
磁
と
泄
Ｔ
の
精
麟
と

な
り
。



八
八

と
は
、
瞬
間
に
起
る
心
と
、
そ
れ
に
瞬
間
に
相
應
す
る
心

の
は
た
ら
き
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
御
語
澤
〕
（現
代
語
詳
）

刹
那
の
心
と
は
、
識
心

（認
識
作
用
）
を
謂
ひ
ま
す
。
　

相
應
と
は
、
心
の
作
用
と
し
て
願
は
れ
る
受

（感
受
作
用
）、
想

（表
象
作

用
）
、
行

（意
志
作
用
）
な
ど
を
謂
ひ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

排
絆
′崚
と
は
ヽ
計
は
く
謎
覗
な
り
。　
構
麟
と
は
ヽ
計
は
く
難
薔
征
ぅ寄
な
り
。

〔無
明
住
地
の
惑
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
□
１
２
１
０
ｌ
②
）

（正
し
く
煩
悩
の
饉
相
を
出
す
中
の
第
二
に
、
無
明
住
地
の
煩
悩
を
繹
き
明
し
ま
す
。
）

心
と
相
應
せ
ぎ
る
は
と
は
、
根
本
煩
悩
で
あ
り
ま
す
。
か
つ
ま
た
、
四
つ
の
心
の
は
た
ら
き

（受
・
想
・
行
・
識
）
を
は
た
ら
か
せ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　

無
始
と
は
、
己

（無
明
住
地
の
煩
僣
）
か
ら
以
前
に
始
ま
る
煩
悩
は
無
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

心
卜
不
ン
ハ相
應
一と
は
、
概
利
な
り
。
蹴
び
に
殴
覗
絣
庸
す
る
こ
と
鰹
し
。
　
絆
樹
と
は
ヽ
己
Ｐ
り
疑
め
な
る
は
鰹
し
。

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
澤

鯉
典
（隷棚
離勤
の）



世
阜
。
心
卜
不
ン
バ相
應
一無
始
′

無
明
住
地
ナリ０

ビ
鎌
。
磁
と
精
蹴
せ
ざ
る
は
鮮
貯

の
鮮
耐
街
喝
鴫
な
り
。

「
世
奪
よ
。
心
の
は
た
ら
き
と
相
應
し
な
い
煩
価
は
、
始

ま
り
の
無
い
無
明
住
地
の
煩
悩
で
あ
り
ま
す
。
」

〔煩
悩
の
功
用
を
校
量
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
口
上
回
１
２
１
０
）

煩
悩
の
證
相
を
出
す
中
の
第
二
に
、　
此
の
四
住
地
の
力
は
か
ら
以
下
は
、

（四
住
地
の
煩
悩
と
無
明
住
地
の
煩
悩
と
の
）
は
た
ら

き
を
量
り
比
べ
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
ま
た
分
け
て
五
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
四
住
地
の
煩
悩
の
は
た
ら
き
は
、
（無
明
住
地
の
煩
悩
よ
り
）
力
が
蒻
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

せ
　
そ
ん
　
　
か
く
　
　
´
ヽ
と
　
　
む
み
よ
う
じ
ゆ
う
ち

第
二
に
、
世
尊
。
是
の
如
く
無
明
住
地
の
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
の
は
た
ら
き
は
、

（四
住
地
の
煩
悩
よ
り
）
力
が
強
い
こ
と

を
説
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
書

へ
ば
悪
魔
の
如
く
か
ら
以
下
は
、
比
を
學
げ
て
、

（無
明
住
地
の
煩
悩
の
は
た
ら
き
は
、　
四
住
地
の
煩
悩
よ
り
）
力

が
強
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
恒
沙
に
等
し
き
数
の
か
ら
以
下
は
、

無
明
住
地
の
煩
悩
の
は
た
ら
き
は
、

（四
住
地
の
煩
悩
よ
り
）
力
が
強

い
こ
と
を

澤
き
明
し
ま
す
。

第
五
に
、
是
の
如
く
、
世
尊
か
ら
以
下
は
、
（無
明
住
地
の
煩
悩
の
は
た
ら
き
は
四
住
地
の
煩
悩
よ
り
）
力
が
強
い
こ
と

の
結
び

の
説
明
を
し
ま
す
。

正
読
　
第
五
。
一
乗
章

　

　

八
九



九
〇

（訓
讀
文
）

此
′
四
住
地
ノ
カ
ハ従
り
以
下
、
證
相
を
出
す
中
の
第
二
に
功
用
を
校
量
す
。
　

中
に
就
き
て
叉
分
ち
て
五
と
馬
す
。

第

一
に
四
住
地
の
劣
を
明
す
。

第
二
に
世
尊
。
如
”
是
ノ無
明
住
地
′
従
り
以
下
、
無
明
住

地
の
勝
を
明
す
。

第
三
に
讐
貪
如
ン
悪
魔
・′従
り
以
下
、
比
を
畢
げ
て
勝
を
明
す
。

孵
酔
に
鷹
洪
二判
単
鶴
ノ征
り
喋
Ｗ
、
鯖
雌
晨
ゅ鳩

の
脱
″
雛
ず
。

第
五
に
如
”
是
′。
世
尊
従
り
以
下
、
勝
を
結
す
。

〔
四
住
地
の
劣
を
明
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
１
０
１
□
１
２
１
②
ｌ
①
）

（煩
悩
の
功
用
を
校
量
す
る
中
の
第

一
に
、
四
住
地
の
煩
悩
の
は
た
ら
き

は
、
無
明
住
地
の
煩
悩
よ
り
力
が
蒻
い
こ
と
を
説
明
し

ま
す
。
）

一
切
の
上

煩

悩
と
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
や
う
に
数
多
い
上
煩
悩
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
無
明
住
地
の
煩
悩
の
上
か
ら
生
じ
、

ま
た
衆
生
が
修
行
す
る
上
で
の
障
晨
と
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を

「
上
の
煩
悩
」
と
謂
ひ
ま
す
。
　

依
た
り
、
種
た
れ
ど
も
と
は
、

別
相
の
煩
悩

（事
々
物
々
に
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
顧
は
れ
る
煩
悩
）
は
、
通
相
の
煩
悩

（四
佳
地
の
煩
悩
）
に
依
つ
て
生
じ
、
し
か
も
存
在
し

て
ゐ
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を

「
依
」
（依
擦
）
と
謂
ひ
ま
す
。
通
相
の
煩
悩
は
、
別
相
の
煩
悩
を
能
く
生
じ
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
名
づ
け



て

「
種
」
（た
ね
）
と
い
ひ
ま
す
。
　
　
五
住
地
家

（四
住
地
と
無
明
住
地
と
を
合
せ
て
五
住
地
を
説
く
研
究
家
）
は
、
依
と
は
、
起
の
煩
悩

（五
住
地
を
縁
と
し
て
生
起
す
る
煩
悩
）
で
あ
る
と
取
り
、
種
と
は
、
四
住
地
の
煩
悩
の
根
本
の
相
で
あ
る
と
取
り
ま
す
。
　
次
に
無

明

住
地
を
拳
げ
て
、
正
し
く
四
住
地
の
力
が
劣
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

っ́妹
ノ量
爆
能
ど
は
ヽ
匡
場
の
量
嘩
慨
が
り
。
鯖
囃
哺
拠
のメ
ば
り
畳
げ
ヽ
ポ
感
曇
が
グ
グ
メ
を
け
ふ
る
が
配
に
、
な

を
量
が
庸
離
と
滞
ふ
。　
Ｆ
；
・秘
う
‥
と
は
ヽ
肛
構
の
側
鵬
は
運
構
に
僣
り
て
融
も
が
り
。
れ
を
計
ひ
て
鮮
と
評
す
。

溺
構
の
概
鵬
は
置
く
肛
構
を
畳
す
。
れ
を
織
げ
て
鶴
と
が
す
。
　
瞥
と
は
ｒ
齢
鶴
″
は
む
の
魔
能
を
聯
り
、
秘
と
は
配

齢
埋
の
概
村
の
鴫
構
を
聯
る
。
　
業
に
酔
囃
嘲

鶴
を
響
げ
て
理
し
く
数
を
嚇
す
。

経
典
（四
住
地
の
劣
を
明
す
）

世
奪
。
此
′
四
住
地
′
力
６

一

切
′
上
煩
悩
′
依
タ
リ
。
種
′
レー
。

比
メ
ル
ニ無
明
住
地
一算
敷

・
善

喩
モ所
”
り
不
”
能
い
及
′
「。

経
典
訓
語
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

世
奪
。
此
の
四
住
地
の
力
は
、　
一
　

「
世
奪
よ
。　
こ
の
四
住
地
の
煩
悩
の
力
は
、
　
一
切
の
上
煩

切
の
上
煩
悩
の
依
た
り
、
種
た
れ
　
　
憎

（衆
生
が
修
行
す
る
上
で
の
障
優
と
な
る
煩
悩
）
が
そ
れ
に

ど
も
、
無
明
住
地
に
比
す
る
に
算
　
　
依
つ
て
生
じ
、
そ
れ
が
生
ず
る
種
で
あ
り
ま
す
が
、
無
明

敷

。
警
喩
も
及
ぶ
こ
と
能
は
ざ
る
　
　
住
地

（根
本
煩
悩
）
に
比
べ
れ
ば
、
数

へ
て
み
て
も
、
警

所
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
て
み
て
も
、
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
」

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
九

一



九
二

〔無
明
住
地
の
勝
を
明
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
―
ロ
ー
□
１
２
１
②
上
②
）

（煩
悩
の
功
用
を
校
量
す
る
中
の
）
第
二
に
、
世
奪
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
の
煩
悩
は
、
（四
住
地
の
煩
悩
よ
り
）
力
が
強
い
こ

と
を
説
明
し
ま
す
。
前
の

（無
明
住
地
を
）
繰
り
返
し
述
べ
て
ゐ
ま
す
の
で
、
二
度
に
な
り
ま
す
。
　

有
愛
と
数
と
の
四
住
地
に
於

て
と
は
、
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
有
愛
と
は
、
無
色
界
に
お
け
る
迷
ひ
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
数
の
嚢
音
は

″
色
″
（と

″
優
″

と
）
の
反
切
に
な
り
ま
す
。
（次
頁
の
研
究
参
照
）

数
と
は
、
無
色
界
よ
り
も
下
の
色
界
に
お
け
る
色
愛
住
地
と
、
欲
界
に
お
け
る
欲

愛
住
地
と
、
及
び
見

一
戯
住
地
と
を
取
り
、
合
せ
て
四
住
地
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

世
輔
僣
り
孵
Ｗ
ヽ
孵
ｒ
に
鯉
嚇
齢
鳩
の
農
Ｐ
嚇
す
。
耐
と
期
覆
し
て
ｒ
と
が
す
。　
黛
ンタ
欺
卜
・鋤
ウ
酔
麟
毬
一と
は
、

夕
疎
と
は
計
は
く
鮮
餞
の
設
な
り
。
理
鋤
は
餞
の
剛
。
難
と
は
■
の
餞
欺
と
、
銀
数
と
ヽ
財
び
則
礼
戯
と
を
■
り
て
、

せ
し
て
酔
』
鶴
と
辟
す
。

組
典
⌒鍮棚
雌動
の）

世
奪
。
如
″
是
′無
明
住
地
ノ

カ
３

於
， 有

愛
卜
・敷
ト
ノ
四
住

地
一。
　
無
明
住
地

其^
′
力
最

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
講

薦
て
ヽ
鯉
町
麟
埋
は
難
の
製
獄
対

ビ
鎌
。
設
の
妊
く
無
孵
麟
鳩
の
パ

は
ヽ
イ
数
と
ヽ
姉
と
の
呼
麟
題
に

「
世
奪
よ
。
こ
の
や
う
に
無
明
住
地

の
力
は
、
有
愛
住
地

と
、
そ

の
他
敷

々
の
住
地

（色
愛
住
地
・
欲
愛
住
地
。
見

一

虎
佳
地
）
と

の
四
住
地
の
煩
悩
に
比
較
す
る
と
、
無
明
住



大
ナ，０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
地
の
煩
悩
は
、
そ
の
力
が
最
大
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
研
究
〕

○

「
敷
色
反
」
の
訓
み
方
に
つ
い
て

右
の

『義
疏
』
の
箇
所
を

『
昭
和
會
本
』
は
次
の
様
に
訓
ん
で
を
り
ま
す
。

″
数
と
鶴
と
の
酔
齢
場
に
解
ダ
に
と
は
、
ィ
雰
と
は
群
は
く
鯖
餞
の
設
な
り
。
難
軸
と
は
ヽ
餞
よ
り
殿
り
て
Ｔ
り
て
礁

の
餞
数
と
薇
棘
と
財
び
則
↓
戯
と
を
襲
へ、
せ
し
て
殴
齢
鶴
と
鮮
す
。

し
か
し
、
本
研
究
會
で
は
、
討
議
の
末
、
こ
れ
を
次
の
様
に
訓
む
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

（…
…
）
難
難
は
餞
の
期
。
軸
と
は
礁
の
餞
雰
と
供
獄
と
麟
び
威
ぃ「戯
と
を
展
り
て
、
ぼ
し
て
呼
齢
眠
と
評
す
。

こ
の
箇
所
は
、
『
敦
燈
本
』
で
は
、
次
の
様
に
な
つ
て
を
り
ま
す
。

「
於
有
愛
敷
四
住
地
」
者
。
有
愛
。
謂
元
色
界
惑
。
有
数
難
優
。
取
下
色
愛
。
欲
愛
。
及
見

一
虎
。
足
篤
四
住
地
也
。

問
題
は
、
『
敦
燈
本
』
で
割
註
と
な
つ
て
ゐ
る

「
敷
鹿
優
ピ

と
い
ふ
箇
所
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は

「
敷
は
色
と
優
と
の
反

で
あ
る
」
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
こ
こ
で

「
反
」
と
は
、
「
反
切
」
の
こ
と
で
あ
り
、
「
反
切
」
と
は
、

『鮮
苑
』
に
よ
る
と
、
「
未
知
の
漢
字
の
字
音
を
表
は
す
の
に
、
既
知
の
二
字
を
以
て
す
る
法
。
印
ち
上
の
字

（父
字
ま
た
は

音
字
）
の
馨
と
、
下
の
字

（母
字
ま
た
は
韻
字
）

の
韻
を
合
せ
て

三
日
を
構
成
す
る
法
で
、
「
東
」

の
字
音
を
表
は
す

に

「
都
」
の
頭
音

（↓

と
、
「
籠
」
の
韻

（３

と
に
よ
つ
て

一例
を
表
は
す
類
」
と
あ
り
ま
す
。　
こ
の
割
註
に
つ
い
て
い
ひ
ま

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
九
三



九
四

す
と
、
「
数
」
と
は
、
「
色
」
の
頭
音

（∽ｒ
じ

と
、
「
優
」
の
韻

↑
）
と
に
よ
つ
て
、
卜
ど

を
表
は
し
、
争
〓

が
嚢
音
上
争
●

と
な
る
こ
と
か
ら
、
「
敷
」
は

「卜
●
」
と
嚢
音
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。

太
子

『
義
疏
』
は
、
こ
れ
を
参
照
さ
れ
た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
は
、
「
敷
は
色
の
反
」
と
な
つ
て
を
り
ま

す
の
で
、
「
優
」
の
字
が
腕
落
し
て
を
り
ま
す
。
太
子
が

「
反
切
」
と
い
ふ
嚢
音
上
の
法
を
承
知
し
て
を
ら
れ
た
な
ら
ば
こ
れ

は
単
な
る

「
優
」
の
字
の
脱
落
と
考
へ
て
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
併
せ
て
、
太
子
が
既
に
こ
の
や
う
な
嚢
音
上
の
法
を
承
知
し

て
を
ら
れ
た
と
い
ふ
例
證
に
も
な
り
、
國
語
學
上
、
重
要
な
こ
と
に
な
る
か
と
思
は
れ
ま
す
。

こ
れ
に
反
し
て
、
営
時
ま
だ
日
本
に
こ
の
や
う
な
数
音
上
の
法
が
知
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
箇
所
は
、
『
昭

和
會
本
』
の
や
う
に
讀
ま
れ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
さ
う
し
ま
す
と
、
こ
の
箇
所
だ
け
か
ら
い
つ
て
も
、
こ
の

『
義
疏
』

は
、
明
ら
か
に
日
本
人
の
手
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
つ
き
り
し
ま
す
。
こ
の

『義
疏
』
を

「
中
國
人
の

手
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
も
の
」
と
す
る
説
に
封
す
る
重
要
な
反
論
の

一
つ
に
な
る
と
も
い
へ
ま
せ
う
。

本
研
究
會
で
は
、
こ
の
や
う
な
事
を
討
議
し
た
末
、
こ
れ
は

「
優
」
の
字
の
脱
落
と
考

へ
、
前
述
の
や
う
に
訓
む
こ
と
と

致
し
ま
し
た
。

（梶
村
　
昇
）

〔
比
を
畢
げ
て
無
明
住
地
の
勝
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
□
１
２
１
０
１
③
）

（煩
悩
の
功
用
を
校
量
す
る
中
の
）
第
三
に
、
比
を
學
げ
て
、
無
明
住
地
の
力
が
強
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
印
ち
開
比

（比
を
畢



げ
る
こ
と
）
と
、
合
比

（比
を
法
に
合
せ
る
こ
と
）
と
が
あ
り
ま
す
。
経
典
を
御
寛
な
さ
い
。

（訓
語
文
）

射
壺
に
ぽ
を
雪
げ
て
跳
ン
嚇
す
。
叫
ザ
鼎
鍔
粋
り
。
貯
つ
Ｗ
し
。

紅
典
（砒暖罐孵
枚曝
測
）

警
貪
如
ル
悪
魔
波
旬
′
於
”
他^

化
自
在
天
一。
色
。力
・壽
命
・

春
局

。
衆
具

。
自
在
殊
勝
ン
ルｇ

如
″
是
ノ
無
明
住
地
ノ
カ
ハ。
於

，

有
愛
卜
・敷
ト
ノ四
住
地
一其
′
力

最
勝
ナ
リ
０

経
典
訓
讀
文

難
へ
ば
勲
魔
灘
配
の
ぼ
ぽ
げ
ぶ
斎

に
麻
て
は
、
餞
。
斌
・
隷
鏡
。ぅ
叡

顧
。
私
だ
ヽ
ぼ
ぼ
鵜
腸
が
る
が
妊

く
、
慰
の
だ
く
鯉
嘱
麟
眠
の
製
は
、

ィ
数
と
、
舞
と
の
欧
齢
埋
に
対
て

対
の
斌
尉
陽
が
り
。

経
典
現
代
語
課

「
警

へ
ば
、
佛
道
に
入
る
の
を
妨
げ
る
波
旬
と

い
ふ
名
の

魔
王
が
他
化
自
在
天

（魔
王
の
支
配
す
る
欲
界
の
最
頂
上
で
あ

る
第
六
天
で
、
他
人
の
楽
事
を
自
在
に
受
用
し
て
己
れ
の
快
榮
と

す
る
天
界
）
に
於
て
は
、
色

（す
が
た
形
）
。
力

（力
量
）
・
壽

命

・
春
属

（随
従
す
る
者
）
。
結
だ

（身
に
つ
け
る
も
の
）
を

自
由
自
在
に
操
つ
て
何
で
も
で
き
る
や
う
に
、
こ
の
や
う

に
無
明
住
地
の
煩
悩
の
力
は
、
有
愛
住
地
と
そ
の
他
敷
々

の
住
地

（色
愛
佳
地
・
欲
愛
住
地

。
見

一
虎
住
地
）
と
の
四
住

地
の
煩
悩
に
比
較
す
る
と
、
そ
の
力
は
最
も
強
大
で
あ
り

ま
す
。
」

正
読
　
第
五

。
一
乗
章



九
六

〔無
明
住
地
の
勝
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
□
１
２
１
０
１
④
）

（煩
悩
の
功
用
を
校
量
す
る
中
の
）
第
四
に
、
恒
沙
に
等
し
き
数
の
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地

の
煩
悩

の
力
が
強
大
で
あ
る
理
由

を
澤
き
明
し
ま
す
。
　

久
し
く
住
せ
し
む
と
は
、
（無
明
住
地
の
煩
悩
が
）
遠

い
昔
か
ら
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
の
根
本
と
な
つ
て
ゐ
る
、

と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。　
こ
れ
は
煩
悩
が
嚢
生
す
る
こ
と
に
開
し
て
、

（無
明
住
地
の
煩
悩
が
）
強
力
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ

ま
す
。
　

二
乗
は
断
ず
る
能
は
ず
。
唯
佛
の
菩
提
智
の
み
能
く
断
ず
と
は
、　
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
に
開
し
て
、

（無
明
住
地
の
煩

悩
が
）
強
大
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
菩
提
智
と
は
、　
一
切
に
執
着
す
る
こ
と
の
な
い

「
室
」
の
悟
り
を
謂
ひ
ま
す
。
こ
こ
で

は
ま
だ

「
断
ず
る
」
こ
と
の
内
容
を
説
明
し
て
ゐ
ま
せ
ん
が
、
「
断
ず
る
」
と
い
ふ
働
き
を
借
り
て
、
（無
明
住
地
の
煩
悩
の
）
力
が

強
大
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。　
　
一
説
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
金
剛
心
を
も
つ
て
煩
悩
を
断
ち
切
り
、
煩
悩

を
滅
し
蓋
し
て
し
ま
ふ
こ
と
を
、
佛
の
智
慧
を
學
ぶ
と
す

る
。
そ
れ
故
に
如
来
の
菩
提
智
の
み
断
ず

（如
末
の
菩
提
智
だ
け
が
無
明
佳

地
の
煩
悩
を
断
ち
切
る
）
と
云
ふ
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

匡
洪
二判
単
難
ノ行
り
喋
Ｗ
ヽ
新
酔
に
蹴
が
機
デ
。　
　
盤
′
齢
デ
ムと
は
ヽ
慮
く
概
利
と
伊
る
な
り
。
」
は
曇
ぽ
計
き
て

麟
が
は
す
。　
一
剰
ダ^
ン散
ぃ剛
歪
。
嚇
鷹
′ぎ
獄
攣
‘
静
夕師
ズと
は
ヽ
師
に
″
き
て
腸
♂
嗽
す
。
ぎ
ぼ
計
と
は
計
は
く

室
の
解
な
り
。
此
に
は
未
だ
断
を
明
さ
ざ
れ
ど
も
断
を
借
り
て
力
を
明
す
な
り
。　
　
一
に
云
は
く
。
金
剛
心
に
惑
を
断

じ
て
醸
に
隷
す
を
響
づ
け
て
鷹
を
製
す
と
ぼ
す
。
耀
に
妍
鷲
′ぎ
獄
攣
‘
驚
ズと
だ
ふ
な
り
と
。



経
典
（際棚離凱
の）

恒
沙
二等
シャ
敷
ノ
上
煩
悩
′
依
′
，
。

亦
令
３
ル
晟
四
種
ノ
煩
悩
フ
ソ
久
シ″

住
・セ。
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
′
智
ハ

所
レ
ッ
不
”
能
い
断
ズ
ル０
唯
有
”
如

末
ノ
菩
提
智
・ノミ之
ヮ
所
プ
リ
能
タ

断
・ズル０

経
典
訓
讀
文

匡
湯
に
製
し
き
熱
の
量
縣
能
が
に

た
り
。
パ
叶
齢
の
魔
鵬
を
し
て
だ

し
く
住
せ
し
む
る
を
も
つ
て
、
阿

貯
激
・
曜
充
催
の
智
は
師
ず
る
鰊

は
ざ
る
雅
が
り
。
囃
嬌
対
の
ぎ
麟

智
の
み
が
り
て
れ
を
静
く
蹴
ず
る

屏
が
り
。

経
典
現
代
語
澤

「
無
明
住
地
の
煩
悩
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河

の
砂
と
同
じ
く
ら

ゐ
無
敷
の
上
煩
悩

（衆
生
が
修
行
す
る
上
で
の
障
擬
と
な
る
煩

僣
）
の
生
ず
る
依
擦
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
無
明
住
地
は
、

四
種

（四
佳
地
）
の
煩
悩
を
し
て
永
久
に
存
績
せ
し
め
ま

す
か
ら
、
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
の
智
で
は
、
こ
れ
を
断
ち
切

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
如
末
の
悟
り
の
智
慧
だ
け

が
、
こ
れ
を
よ
く
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」

〔無
明
住
地
の
勝
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
い
―
回
１
２
１
②
ｌ
⑤
）

（煩
悩
の
功
用
を
校
量
す
る
中
の
）
第
五
に
、
是
の
如
く
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
の
煩
悩
の
力
が
強
大
で
あ
る
こ
と
の
結
び
の

説
明
を
し
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

妊
″慰
′行
り
喋
Ｗ
ヽ
孵
ｒ
に
脱
′
朧
す
。
貯
つ
丁
し
。

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

経
典
（融棚離勤
の）

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
九
七



如
”
是
′。
世
奪
。
無
明
住
地
＾

最
モ篤
黙大
力
・卜。

〔煩
惜
の
潤
業
の
不
同
な
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
貧
―
ロ
ー
□
１
２
１
０
）

煩
悩
の
腱
相
を
出
す
中
の
第
三
に
、
又
取
を
縁
と
し
…
…
が
如
し
か
ら
以
下
は
、
潤
業
曾
一界
内
外
に
生
を
う
け
る
こ
と
を
潤
す
原
因
）

の
は
た
ら
き
が
不
同
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
こ
れ
を
ま
た
分
け
て
四
つ
に
し
ま
す
。

（訓
語
文
）

理
妊
ン鴫
フ織
う
…
…
・ガば
り
ｒ
Ｗ
ヽ
庸
弼
の
献
絣
を
雌
す
輯
の
孵
三
に
対
の
識
対
の
付
剛
を
嚇
す
。
理
舛
ち
て
呼
と
鮮

す
。

〔
四
住
地
は
有
漏
の
業
を
潤
し
て
三
有
に
生
ず
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
回
１
２
１
０
１
①
）

（煩
悩
の
潤
業
の
不
同
な
る
を
明
す
中
の
）
第

一
に
、
四
住
地
の
煩
悩
が
、
有
漏
の
業

（煩
悩
あ
る
身
を
も
つ
て
行
ふ
も
ろ
も
ろ
の
行

篤
）
に
浸
み
透

つ
て
、
三
有

（欲
界

・
色
界
。
無
色
界
）
の
迷
ひ
の
世
界
に
生
れ
出
て
く
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

縁
と
は
四
住
地

の
煩
悩
が

「
縁
」
（閲
接
的
原
因
）
に
な
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
四
住
地
の
煩
悩
が

（有
漏
の
）
業
を
助
長
し
て
三
界

に
生
ず
る

「
果
」
を
も
た
ら
し
ま
す
。
そ
の

「
果
」
の

「
縁
」
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　

有
漏
の
業
を
因
と
し
て
と
は
、
善
と
悪

般
の
妊
く
、
ど
戦
。
鯉
嘱
麟
鵡
は

最
も
大
力
と
篤
す
。

九
八

「
こ
の
や
う
に
世
奪

よ
。
無
明
住
地

の
煩
悩
は
、
最
も
強

大
な
力
を
持
つ
の
で
あ
り
ま
す
。
」



と
の
も
ろ
も
ろ
の
行
篤
す
べ
て
を
言
ひ
ま
す
。

（訓
讀
文
）
　
　
　
　
　
　
　

，

第

一
に
四
住
地
の
惑
の
有
漏
の
業
を
潤
し
て
三
有
に
生
ず
る
こ
と
を
明
す
。
　

縁
と
は
、
謂
は
く
四
住
地
の
惑
な
り
。

計
ふ
こ
こ
ろ
は
雌
の
ま
静
く
割
を
叫
け
て
慇
を
腱
り
、
だ
の
機
と
鮮
る
な
り
。
夕
貯
′新
フ鴎
じ
テと
は
ヽ
運
じ
て
割
駿

の
諸
業
を
言
ふ
。

紅典輸柵動噸脅稀∽蝶）

世
奪
。
叉
如
ン取
フ縁
ト
ッ
。
有

漏
ノ業
，因
ト
ソ而
生
メ
ルガ
三
有
一。

〔無
明
性
地
は
無
漏
の
業
を
潤
し
て
豊
易
生
を
受
く
る
を
明
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
―
ロ
ー
□
１
２
１
０
ｌ
②
）

（煩
悩
の
潤
業
の
不
同
な
る
を
明
す
中
の
）
第
二
に
、
是
の
如
く
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
の
煩
悩
が
、
無
漏
の
業

（煩
悩
が
す
で

に
無
く
な
つ
た
け
が
れ
の
な
い
行
篤
）
に
浸
み
透
つ
て
、
憂
易
生

（衆
生
済
度
の
た
め
に
意
の
ま
ま
に
姿
を
現
す
こ
と
が
で
き
る
三
界
の
外
に

お
け
る
聖
者
の
生
死
）
を
受
け
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

正
説
　
第
五
・
一
乗
章
　
　
　
九
九

紅
典
訓
讀
文

世
筆
。
叉
取
を
縁
と
し
、
有
漏
の

業
を
因
と
し
て
三
有
に
生
ず
る
が

如
し
。

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
ま
た
執
着
す
る
煩
悩
を
縁
と
し
、
煩
悩
あ
る

身
を
も
つ
て
行
ふ
も
ろ
も
ろ
の
行
篤
を
因
と
し
て
、
三
有

（欲
界

・
色
界
。
無
色
界
）
に
生
れ
る
が
如
く
で
あ
り
ま
す
。
」



一
〇
〇

第
二
に
如
″
是
ノ
従
り
以
下
、
無

明

住

地
の
惑
の
無
漏
の
業
を
潤
し
て
愛
易
生
を
受
く
る
を
明
す
。

郷
苫
〈
蜘
蜘
硼
枷
れ
囃
跡
め
）
　

か
」
ゴ
球
訓

獅
薔
一し

ゆ
う
ち
　
え
ん
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
曇
墨
藤

如
降
是
′
無
明
住
地
ヮ
縁
ト
ッ
。無
　
　
是
の
如
く
無
明
住
地
を
縁
と
し
、
　

　

フ
」
の
や
う
に
無
明
住
地
の
煩
悩
を
縁
と

し
、
無
漏
の
業

漏
′
業
ヮ
因
ト
ッ生
ゴ
阿
羅
漢
卜
・　
　
無
漏
の
業
を
因
と
し
て
阿
羅
漢
と
、
　

を
因
と
し
て
、
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
大
力

の
菩
薩

（八
地

辟
支
佛
卜
・
大
カ
ノ
菩
薩
ト
ノ
。　
　
辟
支
佛
と
、
大
力
の
菩
薩
と
の
、
　

　

以
上
）
と
の
、
三
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
生

身

（三
界
の
外
の

三
種
ノ
意
生
身
↓
。　
　
　
　
　
　
　
三
種
の
意
生
身
を
生
ず
。
　
　
　
　
　
憂
易
生
を
受
け
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
意
の
ま
ま
に
姿
を
現
す
こ

と
が
で
き
る
身
）
を
生
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

〔無
明
住
地
は

一
切
の
業
を
潤
し
て
受
生
す
る
を
明
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
―
ロ
ー
回
１
２
１
０
１
③
）

（煩
悩
の
潤
業
の
不
同
な
る
を
明
す
中
の
）
第
三
に
、
此
の
三
地
と
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
の
煩
悩
は
、
（凡
夫
か
ら
菩
薩
に
至

る
ま
で
）
す
べ
て
に
通
じ
て
、　
一
切
の
行
篤
に
浸
み
透

つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
を
う
け
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

此
の
三
地
と
は
、

（欲
界

・
色
界

。
無
色
界
の
）
三
界
の
世
界
で
あ
り
ま
す
。
　

彼
の
三
種
と
は
、
（馨
聞
乗

・
縁
覺
乗

。
菩
薩
乗
の
）
三
乗
の
人
で
あ

り
ま
す
。
　

意
生
と
は
、
３
一界
の
外
に
お
け
る
聖
者
の
生
、
印
ち
）
興
易
生
で
あ
り
ま
す
。
　

身
生
と
は
、
３
一界
に
お
け
る
凡
夫

の
生
、
印
ち
）
分
段
生
で
あ
り
ま
す
。
　

及
び
無
漏
業
の
生
と
は
、
印
ち

（煩
悩
の
機
れ
の
な
い
）
行
篤
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
生
を

謂
ひ
ま
す
。　
　
一
説
で
は
次
の
や
う
に
言
ひ
ま
す
。
―
―
前
段
で
意
生
と
言
ふ
の
は
、
直
ち
に
憂
易
生
と
い
ふ
果
を
生
ず
る
こ
と
を



言
つ
て
ゐ
る
。
（因
に
つ
い
て
は
言
つ
て
ゐ
な
い
。
）
そ
れ
故
こ
こ
で
は
、
「
無
漏
の
業
を
因
と
し
て
」
（意
生
が
）
生
じ
る
こ
と
を
言

ふ
の
で
あ
る
。
ま
た
前
段
で
三
地
と
言
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ
有
色
と
無
色
と
は
説
明
し
て
ゐ
な
い
。
そ
れ
故
、
更
に
重
複
さ

せ
て
二
つ
の
生

（印
ち

「
身
生
」
と

「
無
漏
業
の
生
」
と
）
を
拳
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
有
色
と
無
色
と
を
頴
は
し
た
の
で
あ
る
、

―
―
と
。
　

無

明

住

地
に
依
る
と
は
、
無
明
住
地
は
、
（凡
夫
か
ら
菩
薩
に
至
る
ま
で
）
す

べ
て
に
通
じ
て
、　
一
切
の
行
篤
に
浸

み
透
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

世
の
人
々
は
、
―
―
無
明
佳
地
は
た
だ
愛
易
生
の
た
め
に
縁
と
な
つ
て
、
分
段
生
の

た
め
に
は
縁
と
な
ら
な
い
、
―
―
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
故
に
経
典
で
、
縁
有
り
縁
無
き
に
非
ず
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第
二
に
此
ノ
〓
一地
卜
従
り
以
下
は
、
無

明

住

地
は
通
じ
て

一
切
の
業
を
潤
し
て
受
生
す
る
こ
と
を
明
す
。
　

此
′
〓
一地

と
は
、
ぼ
の
五
獄
の
が
な
り
。　
グ
ノ三
議
と
は
ヽ
グ
の
五
刻
が
だ
な
り
。　
就
彗
と
は
ヽ
動
顔
曇
が
り
。　
就
曇
ど

は
、
分
段
生
な
り
。
　

及
ピ
無
漏
業
ノ生
と
は
、
印
ち
謂
は
く
業
の
生
な
り
。　
　
一
に
日
は
く
。
上
に
意
生
と
言
ふ
は
直

ち
に
受
易
の
果
の
生
ず
る
を
談
ず
。
故
に
此
に
は
無
漏
の
業
を
因
と
篤
し
て
生
ず
る
を
言
ふ
。
叉
上
に
三
地
と
言
ふ
と

慇
げ
ヽ
爆
だ
が
餞
鮮
餞
を
嚇
さ
ず
。
配
に
甦
に
製
ね
て
ゴ
の
曇
′
彎
げ
て
瞬
て
れ
を
融
は
す
な
り
と
。　
Ｆ
ン難
叫
留

が
一と
は
、
鮮
．み鴨
昼
うが
は
耐
じ
て
一っ鷲
の
新
を
注
デ
こ
と
を
嚇
す
。　
物
謙
へ
ら
く
、
鮮
耐
句晨
ぅが
は
麟
戴
毅
の
篤

に
続
と
伊
り
て
先
既
に
は
続
と
な
ら
ず
と
。
配
に
秒
の続
撹
〃鮮
電
バ続
と
デ
ふ
な
り
。

紹苫〈蜘榊囃抑ａ受一物”）
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
〇

一



此
ノ
一二
地
卜
・
彼
ノ
一二
種
ノ
意

生
卜
・
身
生
卜
・
及
ピ
無
漏
業
ノ

生
ト
ハ。　
依
ン無
明
住
地
一。

有
”
縁
非
昨
無
唯
ハ縁
。

此
の
三
地
と
、
彼
の
三
種
の
意
生

と
、
身
生
と
、
及
び
無
漏
業
の
生

と
は
、
無

明

住

地
に
依
る
。
縁

有
り
縁
無
き
に
は
非
ず
。

一
〇
二

「
此
の
三
地

（欲
界

・
色
界

・
無
色
界
）
と
、
彼

の
〓
一種

の

意
生

（阿
羅
漢

・
辟
支
佛

・
菩
薩
の
憂
易
生
）
と
、
身
生
　
（分

段
生
）
と
、
無
漏
業
の
生

（煩
悩
の
機
れ
の
な
い
行
篤
に
よ
つ

て
得
ら
れ
る
生
）
と
は
、
無
明
住
地
に
依
つ
て
生
じ
ま
す
。

無
明
住
地
に
縁
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
縁
が
無
い
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

〔無
明
住
地
は
無
漏
の
業
を
潤
し
て
愛
易
生
を
受
く
る
を
結
す
〕
（現
代
語
辞
）

（
一
１
０
１
回
１
２
１
０
ｌ
④
）

（煩
悩
の
潤
業
の
不
同
な
る
を
明
す
中
の
）
第
四
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
の
煩
悩
は
、
無
漏
の
業
に
浸
み
透
つ

て
、
羹
易
生
を
受
け
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

是
ノ故
二従
り
以
下
、
第
四
に
無

明

住

地
は
無
漏
の
業
を
潤
し
て
憂
易
生
を
受
く
る
結
す
。

是
蝉
「
（

一を業無
脚
嘲
抑
¨
『
り
¨
）
　

唐
呻
嶼
飩
「
華

餞
の
意
生
身
と
、　
　
フ
紳
紳
脚
「

（ 語
暉

羅
漢
。辟
支
佛
。菩
薩
の
）
三
種
の
意

及
ピ
無
漏
′業
卜
。^
縁
コ
ス
タ
ッ
無
　
　
及
び
無
漏
の
業
と
は
、
無
明
性
地
　
　
生
身
と
、
無
漏
の
業
と
は
、
無
明
住
地
を
縁
と
し
て
ゐ
ま



明
住
地
・ヮ。

一
夕
。

」

〔
断
除
の
義
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
□
１
２
１
０
）

煩
悩
の
瞳
相
を
出
す
中
の
第
四
に
、
世
寧
。
是
の
如
く
か
ら
以
下
は
、
煩
悩
を
断
除
す
る
こ
と
の
意
味

・
内
容
を
説
明
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
を
分
け
て
三
つ
に
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

世
輔
。
妊
”慰
′ば
り
喋
ず
ヽ
ぼ
憚
の
ぼ
絣
を
雌
す
粥
の
が
け
に
鯖
囃
の
デ
を
嚇
す
。
葺
舛
ち
て
式
と
が
す
。

を
縁
と
す
る
な
り
。

〔
二
種
の
住
地
の
業
の
不
同
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一

（断
除
の
義
を
明
す
中
の
）
第

一
に
、
（四
住
地
と
無
明
住
地
と
の
）

し
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

籍
式
に
ゴ
毬
の
齢
理
の
新
の
付
町
を
嚇
す
。
貯
つ
嗜
し
。

経
典

（に
種
ｍ
雄
卿
”
業
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文

世
奪
。
如
″是
ノ０
有
愛
住
　
　
ビ
銃
。
選
の
妊
く
、
ィ
数
儡
毬
と
ヽ １

０
１
国
１
２
１
０
１
①
）

二
種
の
住
地
の
業

（働
き
）
は
同
じ
で
は
な

い
こ
と
を
説
明

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
こ
の
や
う
に
、
有
愛
住
地
と
そ
の
他
敷

々
の

正
説
　
第
五

・
一
乗
章
　
　
　
一
〇
三



敷
と
の
四
住
地
は
、
無
明
住
地
の

業
と
同
じ
か
ら
ず
。
無
明
住
地
は

異
に
し
て
四
住
地
を
離
れ
た
り
。

一
〇
四

住
地

（色
愛
住
地

・
欲
愛
住
地

・
見

一
虎
住
地
）
と
の
四
住

地

（
の
業
）
は
、
無
明
住
地
の
業

（働
き
）
と

は
同
じ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
無
明
住
地
は
、
（四
住
地
と
）
異
な
つ

て
ゐ
て
、
四
住
地
を
離
れ
て
ゐ
ま
す
。
」

‘
つ
　
ば
　
だ
い
ち

佛
ノ
菩
提
智
ノ

地
卜
・
数
ト
ノ四
住
地
ハ。
　
不
下

興
二
無
明
住
地
ノ
業
・卜
同
鰐
。

無
明
住
地
バ異
；
離
ル
タ
，
四
住

地
・フ。

〔
正
し
く
断
除
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
口
⊥
□
１
２
１
０
ｌ
②
）

（断
除
の
義
を
明
す
中
の
）
第
二
に
、
正
し
く

（佛
智
が
無
明
住
地
の
煩
慨
を
）
断
除
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

佛
地
の
所

断
な
り
と
は
、
佛
の
境
地
が
具

へ
て
ゐ
る
功
徳

（す
ぐ
れ
た
働
き
）
の
す
べ
て
に
わ
た
つ
て
言
つ
て
ゐ
ま
す
。
　

佛
の
菩
提
智
の
所
断

な
り
と
は
、
結

（無
明
佳
地
の
煩
悩
）
を
ひ
た
す
ら
に
断
除
す
る

「
室
」
の
解

（悟
り
）
を
拳
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第
二
に
正
し
く
断
除
を
明
す
。
　

佛
地
ノ
所
断
ナ
リと
は
ヽ
通
じ
て
佛
地
の

一
切
の
功
徳
を
言

ふ
な
り
。

所
断
ナ
，
と
は
ヽ
偏
に
結
を
断
ず
る
室
の
解
を
學
ぐ
。

経
典
（正
し
く
断
除
を
明
す
）
　

　

紅
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

佛
地
ノ所
断
ナ
リ
０
佛
′
菩
提
智
ノ　
　
佛
地
の
所
断
な
り
。
佛
の
菩
提
智

　

「
（無
明
住
地
の
煩
悩
は
）、
佛
の
境
地
が
断
除
す

る
の
で

所
断
ナ
リ
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
所
断
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
ま
す
。
佛
の
悟
り
の
智
慧
が
断
除
す
る
の
で
あ
り
ま



キ，
。
」

〔
断
除
を
繹
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
い
―
□
１
２
１
０
ｌ
③
）

（断
除
の
義
を
明
す
中
の
）
第
三
に
、
（佛
智
が
無
明
住
地
を
断
ず
る
）
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
　

疑
間
を
示
し
て
言
ひ
ま
す
。

何
故
、
佛
の
境
地
だ
け
が

（無
明
住
地
を
）
断
除
し
得
て
、
（阿
羅
漢
、
辟
支
佛
の
）
二
乗
の
人
は
断
除
で
き
な

い
、
と
言
ふ
の
で

せ
う
か
。
　

理
由
を
澤
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
。
―
―
二
乗
の
人
は
、
た
だ
四
住
地
の
煩
悩
を
断
除
す
る
け
れ
ど
も
、
無
漏

（煩
悩
の

す
べ
て
を
断
除
す
る
こ
と
）
を
蓋
し
て
は
ゐ
ま
せ
ん
、
―
―
と
。

無
漏
を
重
さ
ず
と
は
、
煩
悩
を
悉
く
断
除
し
壺
す
と
い
ふ
こ
と
を
、
ま
だ
膿
得
し
て
ゐ
な
い
と
謂
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

自
在
力

を
得
ず
と
は
、
煩
悩
を
悉
く
断
除
し
墨
す
と
い
ふ
こ
と
を
、
ま
だ
證
得
し
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ら
、
自
由
自
在
の
力
を
得
て
ゐ
な
い
と
謂

ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
既
に
ま
だ
證
得
し
た
こ
と
が
な
く
、
ま
だ
自
在
の
力
を
得
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ら
、
公
一乗
は
）
無
明
性
地
を
断
除

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

亦
證
を
作
さ
ず
。
無
漏
を
整
さ
ず
と
は
、
印
ち
是
れ
無

明
住

地
あ

れ
ば
な
り
と
は
、
ま
だ
無
明
住
地
を
断
除
し
て
ゐ
な

い
と
い
ふ
理
由

に
よ

つ
て
、
本
末
な
ら
ば

（煩
悩
を
悉
く
断
除
し
蓋
す
こ
と

を
）
證
得
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
鐙
得
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
ま
さ
に
證
得
す
べ
き
者
が
、
煩
悩
を
悉
く

断
除
す
る
こ
と
無
く
し
て
ど
う
し
て
、
釜
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
う
か
。

一
読
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
無
漏
を
菫
さ
ず
と
は
、
ま
さ
に
無
く
す
べ
き
煩
悩
を
無
く
し
切
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。

正
誘
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
〇
五



一
〇
六

ま
さ
に
無
く
す
べ
き
煩
悩
と
は
、
無
明
住
地
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
す
ぐ
下
に
績
け
て
無
漏
を
護
さ
ず
と
は
、
印
ち
是
れ
無
明
佳
地

あ
れ
ば
な
り
と
云
つ
て
ゐ
る
、
―
―
と
。

と
こ
ろ
で
、
経
典
で
は
此
の
箇
所
の
中
で
、
（断
除
と
い
ふ
課
題
を
）
繹
き
明
さ
う
と
し
て
、
先
づ
何
故
に
佛
の
み
能
く
断
ず
る

の
か
と
い
ふ
疑
間
を
提
出
し
、
そ
の
理
由
を
繹
き
明
す
に
は
、
二
乗
は
断
除
で
き
な
い
こ
と
を
以
て
し
て
ゐ
ま
す
。
考
へ
て
み
ま
す

と
、
こ
の
疑
間
と
答
へ
と
は
、
互
ひ
に
通
じ
合
つ
て

（断
除
と
い
ふ
課
題
を
）
澤
き
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

察
式
に
構
す
。
　
興
が
を
厠
ず
ら
く
。
性
を
嘘
て
か
嚇
薩
野
の
み
静
く
蹴
じ
て
ヽ
卦
対
は
翻
ぜ
ず
と
計
ふ
や
。
　
曜
ぴ

て
げ
は
く
ヽ
一
対
は
嚇
酔
齢
雌
を
解
け
ど
も
、
水
鯖
貯
を
載
さ
ず
と
。

霜
矛
フダ
／蒙
サと
は
ヽ
計
は
く
だ
だ
こ詳
と

く
鮮
貯
を
識
ぜ
ざ
る
な
り
。
　
ダ
／
伊
〓針
督
斌
・フと
は
ヽ
計
は
く
札
だ
こ護
とく

鯖
計
を
識
ぜ
ず
、
配
に
け
な
足
を
待
ざ
る
な
り
。
原
に
対
だ
識
ぜ
ず
ヽ
慕
だ
け
な
な
ら
ざ
る
が
置
に
、
難
嘱
働
理
を
師

ず
る
こ
と
を
待
ざ
る
を
嗽
す
な
り
。
　
対
ダ
／伊
”識
′

鮮
瀞
フ下
り
蒙
サ者
。
餌
彙慧
レ鮮
ュ鴨
饉
ぅが
う
び
と

と
は
ヽ
赳

だ
無
．明
住
が
を
断
ぜ
ざ
る
に
由
る
が
故
に
應
に
證
す
べ
き
を
證
せ
ざ
る
を
明
す
な
り
。
應
に
證
す
べ
き
者
の
断
ず
る

こ
と
鮮
く
し
て
議
ず
菅
け
ん
や
。

↓
に
ガ
は
ぐ
。
鮮
滞
フダ
／蟹
サと
は
ヽ
鷹
に
鷲
す
べ
き
の
滸
を
設
さ
ざ
る
な
り
。
度
に
難
す
べ
き
の
貯
と
は
、
計
は
く

鯖

・み町
晨
うが

な
り
。
耀
に
鴎
ザ
民
に
鮮
計
，ダ
い
蒙^
サ者
。
餌
燿慧
レ鯖
・み町
饉
うが
う
ゞ
ι

と
だ
ふ
と
。



而
る
に
此
の
中
の
澤
を
生
ぜ
ん
と
し
て
標
疑
を
作
す
に
は
佛
の
み
能
く
断
ず
と
篤
し
、
正
し
く
澤
す
る
に
は
二
乗
の
不

経
典
訓
讀
文

何
を
以
て
の
故
に
。
阿
羅
漠

・
辟

支
佛
は
四
種
の
住
地
を
断
ず
れ
ど

も
、
無
漏
を
蓋
さ
ざ
る
を
も
つ
て
、

自
在
力
を
得
ず
、
亦
證
を
作
さ
ず
。

鯖
貯
を
設
さ
ず
と
は
ヽ
収
ザ
さ
れ

鮮
・み町
磁
「が
あ
れ
ば
な
り
。

経
典
現
代
語
課

「
何
故

（佛
の
み
が
能
く
断
ず

る
こ
と
）
が
で
き
る
の
で

あ
り
ま
せ
う
か
。
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
は
四
種
の
住
地
の
煩

悩
を
断
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
煩
悩
の
す
べ
て
を

ま
だ
滅
し
壼
し
て
は
ゐ
な
い
の
で
、
自
在
力
を
得
て
ゐ
ま

せ
ん
し
、
證
得
し
て
も
ゐ
ま
せ
ん
。
煩
悩
の
す
べ
て
を
滅

し
壼
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
印
ち
こ
れ
は
無
明
住

地
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

蹴
を
廃
て
す
。
議
し
珠
ひ
に
運
じ
て
躁
を
計
す
な
り
。

組
典

（断
除
を
澤
す
）

何
フ
以
テ
ノ
故
ら

阿
羅
漢

・
辟

支
佛

断^
メ
レ
に
四
種
ノ
住
地
・フ。

無
漏
ヮ
不
い
フ以
蓋
〓

不
／
得
二

自
在
力
・ヮ。
亦
不
／
作
け
證
フ
。

無
漏
フ
不
今
蓋
サ者
。
印
チ
是
レ

無
明
住
地
ァ
レ
ず
ι

〔
前
の
四
段
を
歴
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
）

特
別
に
二
乗
の
果
を
會
し
て

一
乗
に
入
れ
る
中
の
第
五

（段
）
に
、
世
尊
。
阿
羅
漢
と
辟
支

（佛
）
と
か
ら
以
下
は
、
前
の
四
つ

の
段

（第

一
段
か
ら
第
四
段
ま
で
）
を
、　
一
段

一
段
ご
と
に
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
前
の
四
つ
の
段
で
は
、
た
だ
前

の
事
を
承
け
て
、

そ
の
内
容
を
澤
き
明
し
ま
す
。
し
か
し
各
段
の
現
は
す
と
こ
ろ
を
完
全
に
説
明
し
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
で
更
に

一
つ

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
〇
七



一
〇
八

一
つ
を
抽
き
出
し
て
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
そ
れ
で
こ
の
段
は
分
け
て
四
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
初
め

（世
尊
。
）
か
ら
涅
彙
界
に
向
ふ
と
名
づ
く
に
詑
る
ま
で
は
、

上
述
の

（
二
乗
の
果
を
會
す
る
箇
所
の
）
第

一
段

に
あ
る
、
「
四
智
及
び
涅
槃
の
果
を
ま
だ
不
満
足
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
認
め
な
い
」
と
い
ふ
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

第
二
に
、
若
し

一
切
の
苦
を
知
り
か
ら
以
下
は
、
上
述
の

（
二
乗
の
果
を
會
す

る
箇
所
の
）
第
二
段
に
あ
る
、
「
究
党
の
悟
り
は

た
だ
佛
だ
け
に
あ
つ
て
、
二
乗
に
在
る
の
で
は
な
い
」
と
い
ふ
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

第
三
に
、
世
尊
。
此
の
起
の
煩
悩
に
於
て
か
ら
以
下
は
、
上
述
の

（
二
乗
の
果
を
會
す

る
箇
所
の
）
第
四
段
に
あ
る
、
コ
一種
の

煩
悩
を
と
り
拳
げ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
第
三
段
で

（佛
は
）
分
段
生
死
と
憂
易
生
死
と
の
二
死
を
共
に
離
腕
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
二
乗
は
そ
れ
が
で
き
な
い
こ
と
を
繹
き
明
す
」
と
い
ふ
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

第
四
に
、
世
奪
。
不
受
後
有
智
に
二
種
有
り
か
ら
以
下
は
、
上
述
の

（
二
乗
の
果
を
會
す

る
箇
所
の
）
第
二
段
に
あ
る
、
コ
一種

の
生
死
を
と
り
拳
げ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
第
二
段
の
究
党
は
佛
の
み
に
あ
り
、
二
乗
に
は
な
い
こ
と
を
澤
き
明
す
」
と
い
ふ
こ

と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

「
本
義
」
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
此
の
箇
所
か
ら
以
下

（第
五
段
目
）
は
、
前
の

（
二
乗
の
果
を
會
す
る
箇
所
の
）
第
二
段

に
あ
る
、
「
唯
如
末
だ
け
が
究
党
の
悟
り
を
得
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
二
乗
は
究
党
の
悟
り
に
至
り
得

て
ゐ
な

い
」
と
い
ふ
こ
と
の

結
び
の
説
明
を
す
る
の
で
あ
る
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
分
け
て
四
つ
に
す
る
。
　

第

一
に
二
乗
は
究
党
に
至
ら
な
い
、
と
い
ふ
こ
と

の
結
び
の
説
明
を
し
、
　

第
二
に
若
し

一
櫨
の
苦
を
知
り
か
ら
以
下
は
、
如
来
の
み
究
党
の
悟
り
を
得
て
ゐ
る
と

い
ふ
結
び
の
説
明



を
す
る
。
　

第
二
に
世
尊
。
若
し
無

．明

住

ぜ
を
断
ぜ
ず
か
ら
以
下
は
、
二
乗
は
究
党
の
悟
り
に
到
り
得
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
結
び
の

説
明
の
意
味
を
、
解
繹
し
、
　

第
四
に
世
奪
。
此
の
起
の
煩
悩
に
於
て
か
ら
以
下
は
、
如
末
の
み
究
党
の
悟
り
を
得
て
ゐ
る
と
い
ふ

結
び
の
説
明
の
意
味
を
、
解
澤
す
る
、
―
―
と
。

若
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
だ

（四
つ
に
分
け
た
中
の
）
第

一
と
第
二
だ
け
の
結
び
の
説
明
を
す
る
の
で
あ
つ
て
、
第

三
、
第
四
は
結
び
の
説
明
を
せ
ず
に
絡
つ
て
ゐ
ま
す
。　
一
旦
す
で
に
結
び
の
説
明
を
し
て
そ
の
上
さ
ら
に
そ
の
解
繹
を
す
る
の
で
は
、

結
び
の
説
明
と
そ
の
解
澤
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
際
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。
此
は
少
々
よ
く
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
こ
の

「
本

義
」
の
読
は
用
ひ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

廿
輔
。
け
貯
湖
・卜朧
赴
卜行
り
喋
ず
ヽ
が
に
疇
対
の
だ
を
舒
す
る
輯
の
が
ゴ
に
頭
の
鴎
ゴ
を
麒
く謹
す
。
量
札
び
殴
鯉
に

は
麟
里
の
義
を
濯
け
て
蝋
ザ
隅
ナ
。
耐
る
に
こ群
とく
対
の
構
を
嚇
さ
ず
。
耀
に
雌
に
甦
に
籠
び
て
経
す
る
な
り
。
臨
ザ

舛
ち
て
殴
と
が
す
。

家
ち́に
初
め
よ
り
響
”夕献
ントＰ
戦
獄
一に
認
る
ま
で
、
二
の
孵
ｔ
既
に
叶
智
麟
び
ぽ
戦
の
ダ
流
を
筆
す
る
を
経
す
。

第
ゴ
に
な
シ鮒
つぃち蹴
ノ警
・フ行
り
喋
ず
ヽ
二
の
新
ゴ
既
に
祭
藩
は
嚇
体
の
み
に
稗
り
て
き
れ
卦
癌
に
増
ず
と
嚇
す
を
経

す
。

第
〓
に
世
税
。
慮

，ぼ
ノぜ
ノ魔
Ｗ
一行
り
喋
Ｗ
、
Ｅ
の
新
配
に
ゴ
議
の
魔
鵬
を
雪
げ
て
、
暖
て
新
壺
に
ゴ
摯
斜
ね
て
畔

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
〇
九



●
ぞ

し
や
く
　
　
　
　
　
け
つ

一
一
〇

き
除
か
ざ
る
を
澤
す
る
を
結
す
。

射
酔
に
世
輔
。
稽
難
ば
ゲ
響
ニゲ
珠
一秘
・征
り
喋
Ｗ
ヽ
二
の
新
ョ
既
に
ゴ
議
の
曇
婢
を
野
げ
て
、　
暖
て
孵
ゴ
の
禁
蔚

と
村
祭
封
と
を
離
す
る
を
瀧
す
。

村
ぎ
に
だ
は
く
。
」
征
り
職
ヽ
耐
の
第
ゴ
に
囃
妍
対
は
祭
議
し
て
ヽ
疇
剰
は
祭
競
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
を
制
す
。
　
輯
に

射
き
て
舛
ち
て
酔
と
が
す
。
　
舞
式
に
■
剰
の
下
祭
罰
を
経
し
、
　
舞
ゴ
に
な
シ鮒
コ卦っ賦
′警
・フ行
は
μ
Ｖ
ヽ
婿
対
の
分

憲
″
鰐
す
。
　
舞
壺
に
ど
輔
。
か
ッ鮮

・・み町
饉
うが

，ダ
／蹴
ゼ征
り
喋
Ｗ
ヽ
尉
対
の
行
餐
鶏
を
経
す
る
を
機
び
、
　
孵
酔
に

世
輔
０
対
”げ
ノぜ
′庸
鵬
一行
リ
ガ
ず
、
姑
恭
の
祭
議
を
解
す
る
を
機
ナ
。

か
し
鰍
ら
ば
甦
孵
一、、ち舞
ゴ
を
経
し
て
、
察
式
舞
酔
を
組
せ
ざ
る
の
み
。
島
↑
醸
に
組
し
て
甦
に
雛
ざ
ば
曝
ど
瀧
と
肌
ザ

無
窮
な
り
。
此
少
し
く
宜
し
か
ら
ず
。
故
に
須
ひ
ざ
る
な
り
。

〔研
究
〕

一
、
「
且
く
已
に
結
し
て
更
に
澤
せ
ば
繹
と
結
と
則
ち
無
窮
な
り
。」
（太
子
『義
疏
し

に
つ
い
て

標
記
の
文
は
、
右
の
『義
疏
』
訓
讀
文
の
最
後
の
箇
所
に
あ
る
文
で
、
太
子
が
、
「本
義
に
云
は
く
」
と
し
て
記
さ
れ
た

読
に
封
し
て
加
へ
ら
れ
た
御
批
剣
で
あ
り
ま
す
。

『義
疏
』
に
印
し
て
説
明
し
ま
す
と
、
『義
疏
』
は
、
経
典
の
「世
奪
阿
羅
漢
辟
支
佛
」
の
箇
所
か
ら
以
下
を
、
「
別
に
二

乗
の
果
を
會
す
る
中
の
」
第
五
段
日
と
し
て
、
そ
れ
を
、
そ
れ
以
前
の
四
段
の

一
段

一
段
ご
と
に
結
び
の
説
明
を
す
る
箇
所



と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が

つ
て
、
こ
の
第
五
段
目
は
四
つ
に
分
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
前
の
四
段
の

一
段

一
段
の
結
び
の
説

明
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
封
し
て
、
『
義
疏
』
に

「
本
義
に
云
は
く
」
と
あ

る
と

こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
同
じ

や
う
に
四
つ
に
分
け
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
の

一
と
二
と
は
結
び
の
説
明
で
す
が
、
そ
の
三
と
四
と
は
、
そ
の
結
び
の
説
明
に
封

す
る

「
澤
」
翁
結
す
る
を
繹
す
し

と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
を

『
義
疏
』
は
、

「
且
く
己
に
結
し
て
更
に
繹
す
」

と
し
て
、
「
結
し
て
更
に
澤
す
」
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
の

「
澤
」
を
さ
ら
に

「
結
」
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
そ
の
結
果
、
「
澤

と
結
と
則
ち
無
窮
な
り
」
と
、
際
限
の
な
い
思
惟
の
循
環
に
陥
る
こ
と
を
批
剣
し
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
澤
」
印
ち
解
澤
が
あ
つ
て
そ
の
結
果
と
し
て

「
結
」
印
ち
結
び
の
説
明
が
末
る
と

い
ふ
の
は
、
文
章
を
理
解
す
る
に
営

つ
て
わ
れ
わ
れ
が
自
然
に
行
な
つ
て
ゐ
る
心
の
働
か
せ
方
だ
と
思
は
れ
ま
す
が
、
さ
う
い
ふ
ふ
う
に
心
を
働
か
せ
て
結
び
の

説
明
を
得
た
上
で
、
さ
ら
に
ま
た
も
と
に
も
ど
つ
て
、
解
澤
を
や
り
直
す
の
で
は
、
そ
の
結
び
の
説
明
を
ま
た
述
べ
な
く
て

は
な
ら
な
く
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
俗
に
い
ふ

「
堂
々
回
り
」
の
思
索
と
な
り
議
論
に
な

つ
て
し
ま
つ
て
、
結
局
、
「
結
び

の
説
明
」
は
出
な

い
こ
と

に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
こ
の
鮎
を
太
子
は
強
く
御
指
摘
に
な
ら
れ

た
の
だ
と
思
は
れ
ま
す
。

「
繹
と
結
と
則
ち
無
窮
な
り
」
と
の
お
言
葉
は
、
強
く
き
び
し
い
ひ
び
き
を
持
つ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

こ
れ
は
経
典
の
讀
み
方
に
つ
い
て
の
御
指
摘
で
あ
り
ま
す
が
、
人
生
の
生
き
方
、
わ
れ
わ
れ
の
心
の
働
か
せ
方
に
つ
い
て

も
通
ず
る
お
言
葉
と
思
は
れ
ま
す
。
「
澤
」
を

″
思
慮

・
分
別
″
と
し
、
「
結
」
を
そ
の

″
締
め
く
く
り
″
と
し
て
考

へ
て
み

ま
す
と
、
同
じ
や
う
な
思
慮
の

″
堂
々
回
り
″
を
行
ふ
こ
と
が
多
い
こ
と
に
氣
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
熟
慮
し
て
決

正
説
　
第
五
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一
一
二

断
し
た
つ
も
り
に
な
つ
て
も
、
ま
た
そ
の
決
断
の
言
ひ
詳
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
で
は
、
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
決
断
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
決
断
で
き
な
け
れ
ば
賞
行
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
頭
の
中
だ
け
で
際
限
な
く
考

へ
て
ゐ
る

と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。
「
小
乗
の
疑
滞
」
と
太
子
が
お
つ
し
や
つ
た
の
は
、
か
う
い
ふ
思
惟
の

″
堂
々
回
り
″

か
と
も
思
は
れ
ま
す
。

明
治
天
皇
の
御
製
に
も
次
の
お
歌
が
あ
つ
て

″
考

へ
す
ぎ
の
弊
害
″
を
戒
め
て
を
ら
れ
ま
す
。
『
義
疏
』
の
お
言
葉
に
つ

け
て
思
ひ
合
さ
し
め
ら
れ
ま
し
た
。

を
り
に
ふ
れ
て

あ
や
ま
た
む
こ
と
も
こ
そ
あ
れ
世
の
中
は
あ
ま
り
に
も
の
を
思
ひ
す
ぐ
さ
ば

（明
治
四
十
五
年
）

二
、
「
本
義
に
云
は
く
」
と
あ
る
箇
所
と

『
敦
連
本
』
と
の
比
較

太
子

『
義
疏
』
は
各
章
段
の
は
じ
め
に
、
そ
の
章
段
の
大
意
と
段
落
の
分
け
方
な
ら
び
に
各
段
落
の
大
意
を
説
明
し
て
あ

り
ま
す
が
、
『
敦
埋
本
』
は
、
さ
う
い
ふ
綜
合
的
な
説
明
は
し
な
い
で
、
各
小
段
落

の
は
じ

め
に
そ
の
小
段
落
の
説
明
を
簡

単
に
述
べ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
箇
所
の

『
義
疏
』
に

「
本
義
に
云
は
く
」
と
あ
る
箇
所
に
つ
い
て
も
同
じ

で
、
「
本
義
に
云
は
く
」
と
あ
る
記
述
は
、
「
第

一
、
第
二
、
第
二
、
第
四
」
と
四
つ
の
段
落
の
説
明
が

一
つ
と
こ
ろ
に
集
め

ら
れ
て
ゐ
ま
す
が
、
『
敦
煙
本
』
で
は
、
太
子

『
義
疏
』
の
や
う

に
、　
一
箇
所
に
集
め
て
説
明
し
て
あ
る
箇
所
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
第

一
か
ら
第
四
ま
で
の
説
明
の
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
本
義
に
云
は
く
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と

一
致



し
て
ゐ
ま
す
。
次
に
比
較
封
照
し
て
み
ま
す
。
括
弧
内
敷
字
は

『
敦
慢
本
』
（日
本
思
想
大
系
本
）
の
行
数
を
示
し
ま
す
。

そ
の
行
数
を
示
す
敷
字

（四
一
一
、
四
一
四
、
四
一
一五
、
四
四
五
、
四
七
〇
）
が
績
い
て
ゐ
な
い
こ
と
で
お
わ
か
り
の
や
う
に
、

各
小
段
落
の
説
明
が
と
び
と
び
に
記
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
上
段
は
太
子

『
義
疏
』
訓
諮
文
、
下
段
が

『
敦
違
本
』
か
ら
の
引
用

で
す
。

太
子

『
義
疏
』
訓
鮎
文

本
義
．．云
夕
。
従
ゆ
此
下
。
結
一
前
ノ
第
ニ
ニ唯
如
末

究^
党
メ
。

二
乗
ハ不
塾
ζ
フ
究
土見
一　
就
”
中
二分
テ
篤
降
四
ト

第

一
二結
≧
一乗
′
不
究
寛
・フ。

第
ニ
ニ従
つ
若
知

一
切
苦
一以
下
。
結
一如
末
ノ
究
党
・フ。

第
ニ
ニ従
つ
世
尊
若
無
明
性
地
不
断
・以
下
。
繹
に
結
メ
ル
ワ

ニ
乗
′
不
究
寛
・フ。

第
四
二従
コ
世
拿
於
此
起
煩
悩
・以
下
。
　
繹
に
結
一
ル
フ如

末
′
究
党
・フ。

若
し

「
本
義
」
と

『
敦
違
本
』
と
が
よ
く
似
た
も
の
で
あ

『
敦
煙
本
』
の
ま
る
篤
し
で
は
な
く
、
『
敦
煙
本
』
の
段
落

敦
煙
本

第
三
。
結
。
結
前
第
二
段
。
唯
如
末
究
党
。
二
乗
不
究
党
也
。

（四

一
一
）

第

一
。
結
二
乗
不
究
党
。
…
…
（四

一
四
）

第
二
。
欲

（結
）
如
末
究
党
。
・…
。六
四
二
五
）

第
三
。
澤
結
二
乗
不
究
党
。
…
…
（四
四
五
）

第
四
。
澤
結
如
来
究
党
。
…
…
（四
七
〇
）

る
と
し
ま
す
と
、
『
義
疏
』

の

「
本
義
に
云
は
く
」
と
あ
る
の
は
、

の
分
け
方
が
四
箇
所
に
分
れ
て
書
か
れ
て
ゐ
る
の
を
、　
一
つ
に
集

正
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一
一
四

め
て
整
理
し
て
、
要
約
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
上
で

「
本
義
に
云
は
く
」
と
あ
る
説
を

「
此

少
し
く
宜
し
か
ら
ず
。
故
に
須
ひ
ざ
る
な
り
。
」
と
批
剣
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の
箇
所

に
つ
い
て
見
る
だ
け
で
も
、
太
子

『
義
疏
』
は
、
「
本
義
」
（太
子

『義
疏
』
の
中
の
書
名
）
及
び

『
敦
煙
本
』
の
引
き
篤
し
で

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（夜
久
正
雄
）

〔
四
智
及
び
涅
彙
不
満
―
―
七
徳
不
満
―
―
を
結
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
１
０
１
国
１
１
）

（前
の
四
段
を
歴
結
す
る
中
の
）
第

一
に
、
上
述
の

公
一乗
の
果
を
會
す
る
箇
所
の
）
第

一
段
の
、
二
乗
の
得
た
四
智
及
び
涅
槃
が

満
ち
足
り
て
ゐ
な
い
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
前
に
は
直
ち
に

「
不
満
」
と
言
つ
た
の
で
、
今
こ
こ
で
は
七
つ
の
徳
が
満
ち

足
り
て
ゐ
な
い
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
二
乗
に
は
七
徳
の
完
成
を
認
め
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
　

七
徳
不
満

と
は
、

一
に
は
、
智
慧
が
満
ち
足
り
て
ゐ
ま
せ
ん
。

二
に
は
、
煩
悩
を
断
つ
こ
と
が
不
足
し
て
ゐ
ま
す
。
知
見
せ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
が
是
で
あ
り
ま
す
。

三
に
は
、
解
腕
が
満
ち
足
り
て
ゐ
ま
せ
ん
。
断
ぜ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
が
是
で
あ
り
ま
す
。

四
に
は
、
清
浄
が
未
完
成
で
あ
り
ま
す
。
有
餘
の
清

尉
ぅ

と
名
づ
く
か
ら
以
下
が
是
で
あ
り
ま
す
。

五
に
は
、
功
徳
が
満
ち
足
り
て
ゐ
ま
せ
ん
。
（有
餘
の
功
徳
を
）
成

議
す
と
名
づ
く
か
ら
以
下
が
是
で
あ
り
ま
す
。



六
に
は
、
智
の
境

（苦
・
集
・
滅
。
道
）
が
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
有
餘
の
…
…
を
成

就
す
る
を
以
て
の
か
ら
以

下
が
是
で
あ
り
ま
す
。
以
上
の
六
つ
は
、
公
一乗
の
）
四
智
を
究
極
の
も
の
と
は
認
め
な
い
こ
と
の
結
び
の
説
明
で
あ
り
ま
す
。

七
に
は
、
涅
槃
が
未
だ
究
極
に
至
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
是
を

（少

鋭
の
涅
業
を
得
た
り
と
）
名
づ
く
か
ら
以
下
が
是

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
七
つ
目
は
、
二
乗
の
得
た
涅
槃
の
果
を
究
極
の
も
の
と
は
認
め
な
い
、
そ
の
結
び
の
説
明
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
第
六
の
箇
所
で
、
前
の
第
三

。
第
四

。
第
五
の
事
、
（す
な
は
ち
解
脱

・
清
浄

・
功
徳
が
い
づ
れ
も
究
極
に
至
つ
て
ゐ

な
い
こ
と
）
を
示
す
わ
け
は
、
第
二

（「断
不
足
し

の
と
こ
ろ
で
已
に
第

一
（「智
慧
不
満
し

を
示
し
、
第
三

∩
解
腕
未
満
し

の
と
こ

ろ
で
已
に
第
二

（「断
不
足
し

を
示
し
て
ゐ
ま
す
。
し
か
し
、
第
四

（「清
浄
未
園
し

の
と
こ
ろ
で
は
第
二

令
解
眈
未
満
し

を
示
し
ま

せ
ん
し
、
第
五

∩
功
徳
未
満
し

で
は
第
四

翁
清
浄
未
園
し

を
示
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
こ
の
第
六

翁
智
境
不
周
し

の
中
に
、
第
三

・

第
四

。
第
五
の
事
を
併
せ
て
示
す
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

舞
↓
に
Ｅ
の
第
一、ちの
酔
智
財
び
ビ
蠍
狩
流
を
経
す
。
二
に
は
耐
ち
に
狩
瀧
と
計
ふ
が
配
に
、
牛
は
毬
薇
下
織
を
経
す
。

故
に
奪
ふ
な
り
。
　

七
徳
不
満
と
は
、

一
に
智
慧
不
満
。

ｒ
に
鰯
稽
麟
。
曖
”ノゲ
ンフ貯
則
一耀
二管
り
喋
Ｗ
題
な
り
。

式
に
♂
膠
着
瀧
。
瞬
”ノ不
ゆフ配
ゼ概
二行
り
喋
Ｗ
通
な
り
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
一
五



一
一
六

酔
に
瀧
ぅ料
ぅ着
彫
。
響
ツタタ
鮮
ノ漱
ぅ乱
ぅ・卜行
り
卵
Ｗ
武
な
り
。

ｒ
に
ガ
額
着
瀧
。
響
”夕雌
“轟
↑
…
…
・フ行
り
卵
Ｗ
武
な
り
。

々
に
籠
帰
狩
鵬
。
暁
吟ノ雌
“轟
分
アイ
鮮
‘
…
島
征
リ
ソ
Ｗ
通
な
り
。　
雌
の
直
の
々
は
配
智
を
気
ふ
を
経
す
。

毬
に
ど
難
着
置
。
鶏
フ絆
′
征
り
卵
Ｗ
武
な
り
。　
雌
は
ど
戦
の
穀
を
魏
ふ
を
組
す
。

耐
る
に
籍
々
の
義
に
耐
の
新
五
・殴
・ゴ
の
義
を
腱
デ
る
Ｆ
嚇
は
、
籍
ｒ
に
醸
に
響
ぃ「を
腱
υ
、
家
壺
に
醸
に
新
ゴ
を

腱
ず
。
耐
る
に
射
酔
に
は
孵
壺
を
腱
ぜ
ず
、
舞
ｒ
に
は
孵
酔
を
階
ぜ
ず
、
Ｆ
貯
に
雌
の
な
の
囃
に
は
せ
腱
デ
る
な
り
。

経
典

（智
慧
不
満
）
　
　

　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

世
奪
。
阿
羅
漢
卜
・辟
支
佛
卜
・　
　
世
奪
。
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
最
後
　
　
「
世
奪
よ
。
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
最
後
身

（七
地
）
の
菩
薩

最
後
身
ノ
菩
薩
ト
バ。
鳥
諮
無
明
　
　
身
の
菩
薩
と
は
、
無
明
住
地
の
覆
　
　
と
は
、
無
明
住
地
が
覆
つ
て
、
究
極
の
悟
り
を
妨
げ
て
ゐ

住
地
′
之
所
卦覆
障
・スル
故
ら
　
　
　
障
す
る
所
と
篤
る
が
故
に
、
彼
彼
　
　
る
と
こ
ろ
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、
あ
れ
や
こ
れ
や
の
そ

於
”
彼
彼
′法
一不
知
不
覺
ナ
ツ
０
　
　
の
法
に
於
て
不
知
不
覺
な
り
。
　
　
　
の
究
極
の
教

へ
に
つ
い
て
知
ら
な
い
と
こ
ろ
と
、
ま
た
覺

ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
」

紅
典

（断
不
足
）
　
　
　
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

以
降
ノ
不
ン
フ知
見
・セ故
；
　
所
”
　
　
知
見
せ
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
應
　
　
「
（彼
彼
の
法
に
つ
い
て
は
）
知
見
し
な
い
の
で
、
断
ち
切

纂
昨
断
ズ
者
フ
パ
不
レ
断
マ
不
二
究
　
　

に
蹴
ず
べ
き
雅
″
幾
を
ば
蹴
ぜ
ず
　
　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
惑
ひ
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、



善
見

一セ
。経

典

（解
脱
未
満
）

以
降
ノ
不
”
ヮ断
ィ
故
二名
ツ
タ
有
ン

餘
過
・解
腕
い
。
非
）
離
ン
タ
二

切
′
過
一フ解
腕
上二〇

経
典

（清
浄
未
園
）

名
ブ
″
有
餘
ノ清
浄
・卜。　
非
三

切
′清
浄
一。

組
典

（功
徳
未
満
）

名
”
ク
成
二
就
ス
ト
有
餘
ノ功
徳
・フ０

非
【
成
二
就
ス
ル
三

切
ノ功
徳

・フ。

経
典

（智
境
不
周
）

以
降
ノ
成
二
就
ス
ル
フ有
餘
′解
腕
卜
・

有
餘
′
清
浄
卜
・有
餘
′
功
徳

・トヮ

究
寛
せ
ず
。

経
典
訓
讀
文

蹴
ぜ
ざ
る
を
廃
て
の
耀
に
鮮
選
秒

る
解
腕
と
名
づ
く
。　
一
切
の
過
を

離
れ
た
る
解
脱
に
非
ず
。

経
典
訓
語
文

有
餘
の
清

浄

と
名
づ
く
。　
一
切

の
清

浄

に
非
ず
。

経
典
訓
讀
文

有
餘
の
功
徳
を
成
就
す
と
名
づ
く
。

一
切
の
功
徳
を
成
就
す
る
に
非
ず
。

経
典
訓
讀
文

う
　
よ　
　
　
げ
　
だ
つ　
　
　
　
う
　
よ　
　
　
し
よ
う
し
よ
う

有
餘
の
解
腕
と
、
有
餘
の
清

浄

と
、
有
餘
の
功
徳
と
を
成
就
す
る

究
寛
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
」

緩
典
現
代
語
課

尺
惑
ひ
を
す
べ
て
）
断
ち
切
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
ま
だ
惑

ひ
の
残
つ
て
ゐ
る
解
腕
、
と
名
づ
け
ま
す
。　
一
切
の
惑
ひ

を
離
れ
た
解
眈
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

経
典
現
代
語
課

「
な
は
ま
だ
機
れ

の
残
つ
て
ゐ
る
清
浄
と
名
づ
け
ま
す
。

一
切
の

（機
れ
を
無
く
し
た
）
清
浄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

組
典
現
代
語
課

「
な
は
ま
だ
成
就
す
べ
き
功
徳
を
残

し
て
ゐ
る
ま
ま
の
不

充
分
な
功
徳
を
成
就
す
る
、
と
名
づ
け
ま
す
。　
一
切
の
功

徳
を
成
就
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

紅
典
現
代
語
課

「
不
充
分
な
解
脆
と
、

不
充
分
な
清
浄
と
、
不
充
分
な
功

徳
と
を
成
就
す
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
苦
を
知
る
こ
と

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
一
七



故
ら

知
コ
有
餘
′
苦
・ヮ。

断
ン

有
餘
ノ集

・フ。
證
ン
有
餘
′
滅
・フ。

修
一
有
餘
ノ
道
・フ。

経
典

（涅
槃
未
極
）

是
フ名
タ
タ得
シ
ッ
ト
少
分
ノ
涅
槃
・ヮ。

得
フ
ル
少
分
′
涅
槃

・フ者
フ。
名
″
タ

向
ン
ト
涅
槃
界
一。

を
以
て
の
故
に
、
有
餘
の
苦
を
知

り
、
有
餘
の
集
を
断
じ
、
有
餘
の

洋
を
識
υ
、
が
歯
の
運
を
陽
す
。

経
典
訓
讀
文

是
を
少
分
の
涅
槃
を
得
た
り
と
名

づ
く
。
少
分
の
涅
槃
を
得
た
る
者

を
、
ビ
期
界
に
耐
ふ
と
響
づ
く
。

一
一
八

は
不
充
分
で
あ
り
、
惑
ひ
を
断
ち
切
る
こ
と
は
不
充
分
で

あ
り
、
涅
槃
を
立
證
す
る
こ
と
は
不
充
分

で
あ
り
、
道

（佛
道
）
を
修
す
る
こ
と
は
不
充
分
で
あ
り
ま
す
。
」

経
典
現
代
語
課

「
是
を
部
分
的
な
涅
槃
を
得
た
、
と
名
づ
け
ま
す
。
部
分
的

な
涅
槃
を
得
た
者
は
、
涅
槃
の
世
界
に
向
つ
て
進
ん
で
ゐ

る
、
（ま
だ
そ
こ
に
達
し
て
ゐ
な
い
）
、
と
名
づ
け
ま
す
。
」

〔究
寛
は
佛
の
み
に
在
り
て
、
二
乗
に
在
る
に
非
ず
と
明
す
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
）

（前
の
四
段
を
歴
結
す
る
中
の
第
二
に
）、
若
し
は

一
昧
の
苦
を
知
り
か
ら
以
下
は
、
上
述
の

（二
乗
の
果
を
會
す
箇
所
の
）
第
二

段

（「興
奪
の
意
」
を
澤
す
る
箇
所
）
で
、
究
寛
は
佛
だ
け
に
在
つ
て
二
乗
に
在
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
、
そ
の
こ
と
の
結
び

の
説
明
を
し
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
印
ち
分
け
て
二
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
先
づ
佛
の
究
寛
で
あ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

第
二
に
、
世
尊
。
若
し
無
明
住
地
を
か
ら
以
下
は
、
二
乗
が
究
寛
で
な
い
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）



か
ズ
鮒
卿ぃヽ
妬
ノ警
・フば
り
喋
ず
ヽ
二
の
射
ゴ
に
祭
戴
は
催
の
み
に
″
り
て
尉
剰
に
智
る
に
規
ず
と
嚇
す
を
経
す
。
　
輌

に
詳
き
て
臨
ザ
舛
ち
て
ｒ
と
ぼ
す
。

新
式
に
分
づ
催
の
餐
競
を
組
す
。

孵
ゴ
に
世
載
。
な
シ鯉
嚇
齢
毬
フば
り
喋
Ｗ
ヽ
一
剰
の
だ
祭
議
を
龍
す
。

〔佛
の
究
寛
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
０
）

（究
党
は
佛
の
み
に
在
り
て
、
二
乗
に
在
る
に
非
ず
と
明
す
を
結
す
る
中
の
第

一
に
、
佛
が
究
寛
で
あ
る
こ
と
の
結
び
の
読
明
を

し
ま
す
。
）

上
述
の
第
二
段
で

（「
輿
奪
の
意
」
を
澤
す
る
に
際
し
て
は
、
）
直
ち
に

「
究
党
は
唯
佛
の
な
に
在
り
」
と
言
つ
た
の
で
、
今
は
究

寛
を
言
ふ
に
際
し
て
、
七
つ
の
徳
が
満
ち
足
り
て
ゐ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
究
党
を
云
ふ
に
際
し
て
、
二

乗
は
七
つ
の
徳
が
満
ち
足
り
て
ゐ
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
に
封
應
さ
せ
ま
す
。

（右
の
第

一
、
第
二
の
）
文
を
分
け
て
八
つ
に
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

塁
に
は
麟
ち
に
祭
歳
は
嚇
薩
に
´
り
と
計
ふ
が
配
に
、
牛
は
毬
微
満
層
を
慮
す
。
配
に
発
議
を
だ
ひ
て
唆
て
式
剰
の
社

薇
付
織
に
請
す
。　
党
を
舛
ち
て
だ
と
が
す
。

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
一
九



一
二
〇

〔
智
境
浦
足
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
０
１
①
）

（佛
の
究
寛
を
結
す
る
中
の
）

一
に
、
初
め
の
四
つ

（苦

・
集

・
滅

。
道
）
に
そ
れ
ぞ
れ

一
妹
と
い
ふ
語
を
つ
け
て
、
公
一乗
の
四

諦
観
と
）
匡
別
し
、
佛
の
智
の
境
が
満
ち
足
り
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
上
述
の
二
乗
の
七
徳
不
満
の
第
六
の
、

智
の
境
が
あ
ま
ね
く
行
き
わ
た
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
に
封
應
さ
せ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

『
昭
和
會
本
』
『
四
天
王
寺
會
本
』
は
「
折
別
」
と
し
、
『
花
山
信
勝
校
訳
本
』
Ｔ
口
川
弘
文
館
）、
早
島
鏡
正
氏

（岩
波
大
系

本
）
は

「
析
別
」
と
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
花
山
氏
著
書
に
所
載

の

『
宝
治
板
勝
重
経
義
疏
』
（影
印
）
に
よ
れ
ば

「
折
別
」

と
、
木
偏
の

「
ヽ
」
が
腕
落
し
、
つ
く
り
は

「
片
」
の
感
じ
で
す
。
『
大
漢
和
辞
典
』
（諸
橋
轍
次
著
）
に
よ
る
と

″絆
＝
析

コち
に
初
め
の
酔
の
ぃ
っ妹

を
廃
て
界
服
な
伊
し
て
ヽ
毬
婿
瀧
層
を
嗽
し
て
、
瞬
て
二
の
孵
々
の
機
売
べ
鵬
に
針
す
。

緩
典

（智
境
満
足
を
明
す
）
　
　
　
組
典
訓
讀
文

若
シ
知^
ヨ

切
ノ
苦
・フ。
断
三

　
　
若
し
は

一
鯨
の
苦
を
知
り
、　
一
鷲

切
′集

・ソ。
證
ン
一
切
′
滅
・フ。
修
一
　
　
の
集
を
断
じ
、　
一
鷲
の
滅
を
證
し
、

一
切
ノ
道
・フ０　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鱗
の
道
を
修
す
。

〔
研
究
〕「屎

服
』
の
語
に
つ
い
て

経
典
現
代
語
課

「
一
つ
に
は

一
切
の
苦
を
知
り
、　
一
つ
に
は

一
切
の
集

（惑

ひ
）
を
断
ち
切
り
、　
一
つ
に
は

一
切
の
滅

（涅
槃
）
を
立
證

し
、　
一
つ
に
は

一
切
の
道

（佛
道
）
を
修
め
ま
す
。
」



に
同
じ
″
と
の
み
あ
り
、
″
折
韓
夕○
わ
け
る
。
わ
か
れ
る
。
析
に
同
じ
。
○
を
る
。

″
と
あ
り
ま
す
。

佛
教
語
で
は

「
析
智
」
＝
諸
法
を
分
析
し
て
室
を
観
ず
る
小
乗
の
智
、

「
折
伏
」
＝
悪
を
く
じ
き
伏
さ
せ
る
、
な
ど
に

「
析
」
「
折
」
は
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
『
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
析
」
の
中
の
一
つ
の
意
味
の

″
を
る
″
は

″
折
″
に

通
ず
と
あ
り
、
″析
別
＝
わ
か
れ
は
な
れ
る
、
離
別
″
″
折
別
＝
訣
別
″
と
あ
り
ま
す
。

太
子

『
義
疏
』
の
こ
の
箇
所
に
お
け
る
大
意
は

″
苦

・
集

。
滅

。
道
に

「
一
切
」
と
い
ふ
語
を
附
し
て
、
佛
と
二
乗
と
の

四
諦
観
を
匡
別

（折
別
）
し
た
″
公
一乗
は
三
界
内
に
お
け
る
四
諦
観
の
み
、
「
一
切
」
と
い
ふ
語
は
三
界
内
及
び
三
界
の
外

に
お
け
る
四
諦
観
の
完
成
を
指
し
て
ゐ
ま
す
）
と
い
ふ
こ
と
な
の
で
す
か
ら
、
「
析
別
」
「
折
別
」
共
に
誤
り
で
は
な
い
と
思

ひ
ま
す
。
『
昭
和
會
本
』
を
底
本
と
し
て
研
究
し
て
を
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
従
つ
て
「
折
別
」
と
し
、
訓
み
は
佛
教
語
慣
用

の
折

（し
や
く
）、
呉
音
の
別
（べ
ち
）
と
し
ま
し
た
。

参
考
　
析

（漢
音
セ
キ
、
呉
音
シ
ヤ
ク
）、
折

（漢
音
セ
ツ
、
呉
音
セ
チ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
吉
基
順
）

〔
涅
彙
蒲
足
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
０
１
②
）

（佛
の
究
寛
を
結
す
る
中
の
）
二
に
、
二
つ
の
無
常

（「無
常
壊
」
と

「無
常
病
し

に
お
い
て
、
佛
が
涅
槃
を
得
る
こ
と
に
よ
つ
て
、

涅
槃
の
満
ち
足
り
る
こ
と
を
説
明
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
上
述
の
二
乗
の
七
徳
不
満
の
第
七
の
涅
槃
の
不
満
に
封
應
さ
せ
ま
す
。

無
常
壊
と
は
、
分
段
生
死
の
世
界
に
お
い
て
は
、
身
澄
が
壌
れ
壽
命
に
も
限
り
が
あ
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
無

常

病

と
は
、
愛
易

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
一
三



一
一
一二

生
死
の
世
界
に
於
て
は
、
身
饉
は
壊
れ
ず
壽
命
に
限
り
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
な
は
、
精
神
の
働
き
と
し
て
の

物
思
ひ
が

一
念

一
念
ご
と
に
遷
り
憂
る
こ
と
が
あ

つ
て
、
自

ら
に
し
て
心
が
病
む
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

ゴ
に
、
ゴ
の
鮒
粥
を
囃
て
ピ
戦
瀧
層
を
嚇
し
て
、
囃
て
二
の
孵
社
の
ビ
難
″
漑
に
請
す
。
　
綻
制
嚇
と
は
頒
既
曇
婢
に

し
ん
え
　
み
よ
う
あ
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０
し
よ
う
び
よ
う
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
へ
ん
や
く
し
よ
う
し
　
　
　
　
し
ん
え
　
み
よ
う
な
　
　
　
　
い
へ
ど
　
　
　
な
は
ね
ん
ね
ん
せ
ん
い
　
　
　
ぎ
　
あ

身
壊
命
有
る
を
謂
ふ
な
り
。
無
常
病
と
は
謂
は
く
、
受
易
生
死
に
は
身
壊
命
無
し
と
雖
も
、
猶
念
念
遷
移
の
義
有
り
て

ぉ齢
から
雇
ふ
な
り
。

経
典

（涅
槃
満
足
を
明
す
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文

於
一
無
常
壊
ノ
世
閲
卜
無
常
病
ノ　
　
無
常
壊
の
世
間
と
無

常

病
の
世

世
閲
■
。
得
ン
常
住
ノ
涅
業
界
一，。
　

聞
と
に
於
て
、
常

住

の
涅
槃
界

を
得
る
。

〔依
蹄
の
徳
の
浦
足
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
０
１
③
）

（佛
の
究
党
を
結
す
る
中
の
】
二
に
、
無
覆
護
（覆
ひ
護
る
も
の
の
無
い
）
と
無
依

（依
擦
す
る
と
こ
ろ
が
無
い
）
と
の
世
界
に
於
て
、
衆

生
の
依
擦
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
帰
趨
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
徳
が
、
佛
に
満
ち
足
り
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
此
は
上
述
の
二
乗

の
七
徳
未
満
の
中
の
ど
れ
と
も
封
應
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
　

上
に
覆
ひ
か
ぶ
さ
つ
て
く
れ
る
も
の
の
無
い
の
を
無
覆
と
し
ま
す
。
そ
ば

経
典
現
代
語
課

「
身
證
と
壽
命
と
が
限
り

の
あ
る
世
界
と
、
精
神
の
病
む

こ
と
の
免
れ
得
な
い
世
界
と
に
於
て
、
永
久
不
憂
の
涅
槃

の
世
界
を
得
ま
す
。
」



に
ゐ
て
力
を
授
け
て
く
れ
る
も
の
の
無
い
の
を
無
護
と
し
ま
す
。
無
依
と
は
、
彙
易
生
死
の
世
界
に
ゐ
る
衆
生
に
つ
い
て
謂
ひ
ま
す
。

「
無
依
」
（依
擦
す
る
と
こ
ろ
が
無
い
）
は
ま
た
、

（分
段
生
死
の
世
界
に
ゐ
る
衆
生
に
つ
い
て
謂
ふ
と
こ
ろ
の
）
「
無
覆
護
」
よ
り
も
、

（惑
ひ
が
）
軽
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

載
に
、
鮮
狡
讃
鮒
針
を
唆
て
、
僣
語
の
徹
の
流
腰
を
嚇
す
。
」
は
塁
に
数
せ
ず
。　
三
に
耐
認
鯖
き
を
鯖
数
と
が
し
、

傲
はぽ
魅
が
機
く
る
鯖
き
を
鮮
ぎ
と
が
す
。
鮮
Ｆ
と
は
絆
は
く
戴ヽ
療
の
熱
曇
が
り
。
鯖
僣
は
蒸
鯖
稜
訂
よ
り
醜
き
な
り
。

経
典

（蹴
補
助
策
の
満
）
　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

於
ン
無
覆
護
′世
間
卜無
依
′
世
　
　
無
覆
護
の
世
間
と
無
依
の
世
間
と

　

「
覆
ひ
護
る
も
の
の
無
い
世
界
と
、
依
擦
す
る
と

こ
ろ
の

聞
■
。
篤
”
護
卜
篤
”
依
卜。
　
　
　
に
於
て
、
護
と
馬
り
依
と
篤
る
。
　
　
無
い
世
界
と
に
於
て
、
護
り
と
な
り
依
擦
す
る
と
こ
ろ
と

な
り
ま
す
。
」

〔涅
彙
浦
足
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
上
国
１
２
１
０
１
④
）

（佛
の
究
寛
を
結
す
る
中
の
）
四
に
、
法
身
等
を
學
げ
て
、
そ
れ
で
涅
槃
が
満
ち
足
り
て
ゐ
る
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
　

初
め

に
は
法
身
を
拳
げ
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
上
述
の
二
乗
の
七
徳
不
満
の
中
の
ど
れ
に
も
封
應
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
次
に
波
若

（智
慧
）
を

學
げ
て
、
上
述
の
二
乗
の
七
徳
不
浦
の
第

一
の
智
慧
不
満
に
封
應
さ
せ
ま
す
。
次
に
解
腕
を
學
げ
て
、
上
述
の
第
三
の
解
腕
不
満
に

正
読
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
一
〓
一



一
二
四

封
應
さ
せ
ま
す
。
次
に
清
浄
を
學
げ
て
、
上
述
の
第
四
の
清
浄
不
満
に
封
應
さ
せ
ま
す
。
次
に
三
つ
の
鮎

（
一
府

・
等
味

・
明
解
脱
味
）

を
學
げ
て
、
佛
の
七
徳
満
足
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

此
の
何
を
以
て
の
故
に
の
語
句
は
、
下
の
三
つ
の
徳

（波
若

。
解
脱

・
清
浄
）
に
つ
い
て
述
べ
た
文
の
そ
れ
ぞ
れ
に
通
じ
て
、
最
初

に
掲
げ
る
語
句
と
な
り
ま
す
。

法
優
劣
無
し
と
は
、
「
本
義
」
で
は
、
「
諸
佛
の
法
身
に
は
優
劣
が
無

い
」
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
波
若

・
解
腕

。
清
浄
の
三
徳
に
於

て
、
「
等
し
い
」
の
意
味
を
解
澤
す
る
場
合
に
も
、
ま
た
こ
の
法
身
の
解
繹
と
同
じ
云
ひ
方
を
し
て
ゐ
ま
す
。　
　
し
か
し
、

今
で
は

次
の
や
う
に
解
繹
し
ま
す
。
―
―
是
は
、
小
乗
の
涅
槃
の
持
つ
て
ゐ
る
三
つ
の
過
誤
に
封
應
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
昔
日
の
小
乗

の
有
餘
涅
槃
と
無
餘
涅
槃
と
に
は
、
と
も
に
三
つ
の
過
誤
が
あ
り
ま
し
た
。　
一
つ
に
は

「
不
倶
」
、
二
つ
に
は

「
不
満
」
、
三
つ
に
は

「
不
等
」
で
あ
り
ま
す
。
三
つ
の
徳
に
優
劣
が
あ

り
ま
す
か
ら

「
等
し
く
な
い
」
の
で
あ
り
ま
す
。
三
徳
を

一
緒
に
持
つ
て
ゐ
ま
せ

ん
か
ら

「
（徳
が
）
三
つ
と
も
揃

つ
て
ゐ
な
い
」
の
で
あ
り
ま
す
。
三
徳
が
究
党
に
達
し
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ら

「
満
ち
足
り
て
ゐ
な
い
」

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に

「
少
分
」
（不
足
し
て
ゐ
る
）
と
名
づ
け
ま
す
。
今
日
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
佛
の
涅
槃
は
、
此
の
三

つ
の
過
誤
が
あ
り
ま
せ
ん
。
皆

「
一
等
」
盆
味

・
等
味
）
の
涅
槃
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
常
住
不
憂
の
涅
槃
世
界
と
云
ふ
の
で

あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

ｒ
の
盤
に
ど
戦
は
武
嚇
な
り
。
撃
け
な
り
。
計
は
く
嘘
綿
膠
嚇
な
り
。
と
は
、
↓
け
と
い
ふ
の
は
だ
群

倉
懇
）
の
こ
と
を
謂
ひ
、

等
味
と
い
ふ
の
は
法
身
の
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
此
の
涅
槃
を
全
證
と
し
て
三
徳
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　

涅



彙
と
は
、
原
語
の

ニ
ル
バ
ー
ナ
を
漢
詳
し
な
い
人
は
、
こ
の
語
の
意
味
を
説
明
し
て
、
Ｆ
」
の
言
葉

は
多
く
の
意
味
を
含
ん
で
ゐ
る

語
で
あ
る
」
と
言
つ
て
ゐ
ま
す
。
　

ま
た
次
の
や
う
に
解
繹
し
て
も
よ
い
で
せ
う
。
―
―
昔
日
の
小
乗
の
涅
槃
は
三
徳
が
永
久
不
憂

で
は
な
い
、
今
日
説
く
佛
の
涅
槃
は
印
ち
三
徳
が
永
久
不
憂
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
ま
ま

「
一
味
」
で
あ
り

「
等
味
」
で
あ
る

と
云
ふ
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

前
に
二
乗
の
七
徳
不
満
の
結
び
の
説
明
を
し
た
時
に
、
「
帰
依
」
と

「
法
身
」
と
に
つ
い
て
は
説
明
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
ま
こ
こ

に
、
如
末
の
究
党
に
つ
い
て
の
結
び
の
説
明
を
す
る
に
際
し
、
公
一乗
の
不
究
党
を
説
明
す

る
時
に
述
べ
た
）
「
断
」
（煩
悩
を
断
ち
切

る
）
と

「
功
徳
」
と
に
つ
い
て
説
明
を
し
な
い
の
は
、
そ
れ
は
、
（諸
々
の
徳
を
）
交
互
に
取
り
學
げ
て
、
説
明
を
相
補
ふ
た
め
で
あ

ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

酔
に
、
澪
射
罰
を
雪
げ
瞬
て
ピ
難
瀧
腰
を
織
デ
。　
初
め
に
は
澪
就
を
雪
ぐ
。
対
二
に
針
せ
ず
。
郊
に
デ
群
を
雪
げ
て

瞬
て
二
の
孵
式
の
智
計
村
瀧
に
離
す
。
郊
に
ぽ
膠
を
増
げ
て
瞬
て
二
の
新
五
の
Ｆ
膠
村
瀧
に
離
す
。
郷
に
耐
ぅ醍
ぅを
雪

げ
て
唆
て
戯
の
第
酔
の
嵩
ぅ醍
ぅ付
湖
に
請
す
。
菱
に
載
紙
を
雪
げ
て
馳
て
毬
薇
漑
顧
を
経
す
。

雌
の
耐
フ瞬
，
耀
・・は
■
の
或
薇
に
運
じ
て
興
″
鮮
す
。

ガ
鮮
ン留
鏡
・と
は
ヽ
村
ぎ
に
ｒ
は
く
。
識
鷹
の
洋
般
に
は
耐
魏
鰹
き
な
り
と
。
だ
群
・グ
膠
・瀧
ぅ醍
ぅに
お
い
て
争
を

雛
デ
る
、
バ
」
に
耐
じ
。　
耐
る
に
牛
離
デ
ら
く
。
慧
れ
村
ぅ対
ぅの
ビ
戦
の
五
ど
に
封
す
。
ボ
離
の
村
ぅだ
ぅの
が
鮮
・

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
二
五



一
一
一一ハ

鮮
鮮
の
ｒ
毬
の
ビ
期
に
は
溺
じ
て
式
避
様
り
。
↓
に
村
ば
、
ゴ
に
ダ
湖
、
二
に
村
争
な
り
。
三
薇
醒
外
の
配
に
肇
な
ら

ず
。
二
薇
村
対
の
耀
に
ば
な
ら
ず
。
三
薇
着
禁
戴
の
躍
に
瀧
な
ら
ず
。
Ｆ
孵
に
分
鍵
ど
響
づ
く
。
鏡
鴎
の
ビ
蛾
は
雌
の

式
ポ
鮮
し
。
鵠
き
れ
一、、っ需
な
り
。
配
に
制
ぅ齢
ぅど
戦
獄
と
オ
ふ
と
。

唐
ノ盤
二Ｐ
戦

式^
中
す
。
割
中
す
。
報
′囃
辮
鷹
嚇
す
と
は
ヽ
式
中
は
群
は
く
ば
朴
な
り
。
事
中
は
計
は
く
灘
就
な
り
。

計
ふ
こ
こ
ろ
は
雌
の
ビ
戦
を
溺
じ
て
載
薇
と
響
づ
く
る
な
り
。　
が
戦
と
は
ヽ
鮒
績
界
は
デ
を
も
つ
て
鴫
ザ
嚇
さ
く
ヽ

ど
期
は
私
デ
を
餃
め
り
と
。　
パ
ず
な
る
べ
し
。
縦
配
の
ビ
戦
は
頭
ザ
五
薇
制
ぅ齢
ぅな
ら
ず
、
鋭
鴎
の
ビ
期
は
叫
ザ
式

薇
慢
ぅ齢
ぅな
り
。
確
に
鴫
ザ
さ
れ
式
府
な
り
、
篭
嚇
な
り
と
な
ふ
な
り
と
。

耐
に
■
対
の
ダ
織
を
離
す
る
に
、
ぼ
に
と
澪
就
と
を
嘘
さ
ず
。
雌
に
妊
対
の
祭
歳
を
組
す
る
に
、
蹴
と
夢
徴
と
を
嚇
さ

ざ
る
は
、
蓋
し
互
ひ
に
拳
げ
て
明
す
こ
と
を
篤
す
な
り
。

経
典

（涅
槃
満
足
を
澤
す
）
　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

何
フ
以
，
ノ
故
３
　
　
　
　
　
　
　
何
を
以
て
の
故
に
。
　
　
　
　
　
　
　
「
何
故

（涅
槃
を
得
る
の
）
で
あ
り
ま
せ
う
か
。

法
無

， ガ
優
劣
・故
二得
ン
バ
す
涅
　
　
法
優
劣
無
き
が
故
に
涅
槃
を
得
れ
　
　
法
身
に
優
劣
は
無
く
、
そ
れ
故
に
涅
槃
を
得
る
か
ら
で
あ

槃
一ヮ。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ま
す
。

智
憲
等
シ．
ガ
故
二得
輩
す
涅
槃
・フ。
　
智
慧
等
し
き
が
故
に
涅
槃
を
得
れ
　
　
智
慧
は
す
べ
て
等
し
く
、
そ
れ
故
に
涅
槃
を
得
る
か
ら
で

ば
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
ま
す
。



解
脱
等
シ．ガ
故
二得
議
す
涅
槃
・ヮ。
　
解
院
等
し
き
が
故
に
涅
槃
を
得
れ
　
　
解
腕
は
す
べ
て
等
し
く
、
そ
れ
故
に
涅
槃
を
得
る
か
ら
で

ば
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
ま
す
。

清
浄
等
ッキ
ガ
故
二得
議
す
涅
槃
・フ。　
清

浄

等
し
き
が
故
に
涅
槃
を
得
　
　
清
浄
は
す
べ
て
等
し
く
、
そ
れ
故
に
涅
槃
を
得
る
か
ら
で

れ
ば
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り
ま
す
。

是
ノ
故
二涅
槃
ハ
一
味
ナ
と
等
味
　
　
是
の
故
に
涅
槃
は

一
味
な
り
。
等
　
　
こ
の
故
に
、
涅
槃
は

一
味

（
一
つ
の
味
）
で
あ
り
、

等
味

す
。
謂
夕
明
解
腕
味
ナ
リ
０
　
　
　
　
味
な
り
。
謂
は
く
明
解
脱
味
な
り
。
　

（等
し
い
味
）
で
あ
り
ま
す
。
す
ぐ
れ
た
解
脆
の
味
と
謂
ふ

の
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
研
究
〕

○

「
本
義
」
と

『
敦
煙
本
』
と
の
封
照
、
及
び

「
本
義
」
の
説
に
封
す
る
太
子
の
御
説
に
つ
い
て

経
典
の

「
法
優
劣
無
し
」
の
解
繹
に
営

つ
て
太
子

『
義
疏
』
に
は
、
先
づ

「
本
義
に
云
は
く
」
と
し
て
、
次
の
読
が
撃
げ

ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

「
本
義
云
。
諸
佛
法
身
無
優
劣
也
。
（波
若

・
解
脱

。
清
浄
澤
等
亦
同
此
。
）
」

＝
本
義
に
云
く
、
諸
佛
の
法
身
に
は
優
劣
無
き
な
り
と
。
（波
若

。
解
腕

・
清
浄
に
お
い
て
等
を
澤
す
る
、
亦
此
に
同
じ
。
）＝

と
あ
り
、
こ
れ
に
封
應
す
る
箇
所
が

『
敦
煙
本
』
に
は
次
の
や
う
に
書
か
れ
て
ゐ
ま
す
。

「
∩
法
元
優
劣
」
者
）
。
言
法
身
輿
諸
佛
。
元
有
優
劣
。
此
印

一
等
也
。
」

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
一
一七



一
二
八

＝
Ｓ
法
に
優
劣
な
し
」
と
は
）
法
身
は
諸
佛
と
優
劣
有
る
こ
と
元
き
を
言
ふ
。
此
れ
印
ち

一
に
し
て
等
し
。
＝

第
五
。
明
智
慧
輿
諸
佛
等
。
以
澤
涅
槃
満
足
。
封
前
第

一
也
。
従

「
智
慧
等
」
已
下
是
。

―
智
慧
は
諸
佛
と
等
し
き
こ
と
を
明
す
。
以
て
涅
槃
満
足
を
繹
す
。

前
の
第

一
に
封
す
る
な
り
。

「
智
慧
等
」
よ
り

已
下
是
な
り
＝

第
六
。
明
解
腕
興
諸
佛
等
。
以
澤
涅
槃
満
足
。
封
前
第
三
也
。
従

「
解
脱
等
」
己
下
是
。

＝
解
腕
は
諸
佛
と
等
し
き
こ
と
を
明
す
。

以
て
涅
槃
漏
足
を
繹
す
。
前
の
第
三
に
封
す
る
な
り
。

「
解
腕
等
」
よ
り

已
下
是
な
り
＝

第
七
。
明
清
浄
輿
諸
佛
等
。
以
澤
涅
槃
満
足
。
封
前
第
四
也
。
従

「
清
浄
等
」
己
下
是
。

＝
清
浄
は
諸
佛
と
等
し
き
こ
と
を
明
す
。
以
て
涅
槃
満
足
を
繹
す
。

前
の
第
四
に
封
す
る
な
り
。

「
清
浄
等
」
よ
り

巳
下
是
な
り
＝

『
義
疏
』
に
は

「
諸
佛
法
身
無
優
劣
也
」
つ
諸
佛
の
法
身
に
は
優
劣
無
き
な
り
」
と
あ
る
の
と
、
『
敦
煙
本
』
に

「
言
法
身
興

諸
佛
。
元
有
優
劣
。
」
（法
身
は
諸
佛
と
優
劣
有
る
こ
と
元
き
を
言
ふ
）
と
あ
る
と
こ
ろ
と
は
、
訓
讀
の
違
ひ
に
よ
つ
て
、　
ニ

ユ
ア
ン
ス
が
少
し
違
ふ
と
思
は
れ
ま
す
が
、

『
義
疏
』
の
方
の
文
を

「
諸
佛
と
法
身
と
優
劣
無
き
な
り
」
と
訓
め
ば
、　
同
じ

こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、

「
本
義
」
の
読
と

『
敦
爆
本
』
の
読
と
は
同

一
と
み
て
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。

以
下
、
智
慧
も
解
腕

も
清
浄
も
す
べ
て
法
身
と
同
じ
く
諸
佛
同

一
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
が
、
「
本
義
」
及
び

『
敦
燈
本
』
の
考

へ
で
あ
つ
て
、
そ



れ
だ
か
ら
、
法
身

・
智
慧

。
解
腕

・
清
浄
の
四
徳
が
満
足
し
て

「
涅
槃
満
足
」
と
な
る
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

右
に
封
し
て
、
太
子
は
、
「
而
る
に
今
澤
す
ら
く
」
と
し
て
、
御
自
分
の
考

へ
を
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
御
自
分

の
」
と
言
ひ
ま
し
て
も
、
太
子
の
み
の
お
考

へ
で
あ
る
か
、
太
子
の
獨
創
の
お
考

へ
で
あ
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い

は
、
「
本
義
」
以
外
の
註
澤
書
の
読
で
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
い
づ
れ
に
し
ろ
、　
太
子
が
賛
成
な
さ
つ
た
お
考

へ
と
見
ら
れ
ま
す
。

そ
の
お
考

へ
は
、

『
義
疏
』
の
現
代
語
詳
に
示
し
ま
し
た
や
う
に
、　
こ
の

「
四
徳
満
足
」
に
よ
る

「
涅
槃
満
足
」
を
、
小

乗
の

「
涅
槃
不
満
」
に
封
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
粘
を
強
く
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
敦
煙
本
』
に
於
て
も
、
「
三
徳

等
し
き
」
が

「
三
徳
不
満
」
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
ま
す
が
、
は
つ
き
り
と
そ
れ
が
、
「
小
乗
」
で
あ
る

こ
と
を
示
し
ま
せ
ん
。

「
七
徳
満
足
」
「
涅
槃
浦
足
」

「
如
末
究
寛
」
が
、

「
昔
日
の
小
乗
」
の

「
三
徳
不
満
」
「
涅
槃
不
満
」

「
二
乗
不
究
寛
」
に
封
す
る
こ
と
を
強
く
示
す
こ
と

に
よ
っ
て
、

小
乗

。
二
乗
の
反
省
を
求
め
る
と
い
ふ
意
味
合
ひ
が
こ
こ

に
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
要
す
る
に
、
小
乗

。
二
乗
の
自
得
の
慢
心
を
強
く
打
ち
倅
い
て
如
末
の
常
住
を
仰
が
し

め
よ
う
と
す
る
大
乗
の
教

へ
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

そ
こ
で
こ
こ
で
は

「
涅
槃
滞
足
」
を
示
す
経
典
の
語
句
を
説
明
す

る
の
に
、
「
小
乗
の
涅
槃
の
三
過
」
を
示
す
の
で
す
。

印
ち

「
不
倶
」
「
不
満
」
「
不
等
」
の

「
三
過
」
を
拳
げ
て
、
小
乗
の
足
ら
は
ざ
る
を
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
そ

の

「
不
倶
」
「
不
満
」
「
不
等
」
を
解
繹
し
、

「
三
徳
」
を
萬
人
と
共
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

「
不
倶
」
と
し
、　
三

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
一
一九



一
三
〇

徳
そ
れ
ぞ
れ
に
優
劣
の
あ
る
の
を

「
不
等
」
と
し
、
究
極
に
至
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
を

「
不
満
」
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
三
過
の

無
い
涅
槃
を

「
常
住
涅
槃
界
」
―
―

一
に
し
て
等
し
き
如
末
究
寛
の
涅
槃
―
―
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
し
た
解
繹

に
よ
つ
て
、
小
乗
の
涅
槃
が
未
だ
足
ら
は
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
究
党
の
涅
槃
が
永
久
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら

れ
ま
す
。

右
の

「
而
る
に
今
澤
す
ら
く
」
と
し
て
太
子
の
お
示
し
に
な
ら
れ
た
解
澤
に
比
べ
て
、
「
本
義
に
云
は
く
」
と
あ
る
解
澤
、

及
び

『
敦
煙
本
』
の
解
繹
を
改
め
て
讀
み
返
し
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
は
た
だ

「
等
」
と
い
ふ
語
に
封
す
る
解
澤
が
示
さ
れ
て

ゐ
る
だ
け
の
や
う
に
受
取
ら
れ
ま
す
。
太
子
の

『
義
疏
』
の
文
に
は
、
精
神
生
活
の
内
容
が
う
か
が
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（夜
久
正
雄
）

〔
二
乗
の
不
究
尭
を
結
す
〕

（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
②
）

（究
党
は
佛
の
み
に
在
り
て
、　
二
乗
に
在
る
に
非
ず
と
明
す
を
結
す
る
の
中
の
）
第
二
に
、　
世
車
か
ら
以
下
は
、
二
乗
が
ま
だ
究

党
に
達
し
て
ゐ
な
い
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
ま
た
分
け
て
四
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
二
乗
は
正
し
く
未
だ
無
明
住
地
を
断
ち
切
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
三
味

（
一
味
、
等
味
、
明
解
脱
味
、
印
ち
大
乗
の

涅
槃
）
を
得
て
ゐ
ま
せ
ん
。
故
に
二
乗
は
究
党
に
達
し
て
ゐ
な
い
と
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
二
乗
は
無
明
住
地
を
断
ち
切
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
、　
一
味
を
得
て
ゐ
な
い
こ
と
の
理
由



を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
是
の
故
に
、
無
明
住
地
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
が
諸
々
の
惑

（煩
悩
）
の
起
る
根
本
で
あ

る
と
す
る
こ
と
を
説
明
し

ま
す
。

第
四
に
、
是
の
如
く
恒
沙
…
…
に
過
ぎ
た
る
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
が
諸

々
の
惑
の
起
る
根
本
で
あ
る
と
す
る
こ
と
の
結
び
の

説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

世
輔
征
り
喋
Ｗ
ヽ
射
ゴ
に
■
剰
の
下
祭
封
を
組
す
。　
輯
に
計
き
て
理
舛
ち
て
呼
と
評
す
。

だ
い
い
ち
　
　
ま
さ
　
　
　
　
に
し
よ
う
　
　
い
ま
　
　
し
　
み
よ
う
し
ゆ
う
ち
　
　
　
だ
ん
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
さ
ん
み
　
　
　
と
く
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
▲
　
　
　
く
き
ょ
う
　
　
　
　
　
　
あ
か

第

一
に
正
し
く
二
乗
は
未
だ
無

明

住

地
を
断
ぜ
ず
。
故
に
三
味
を
得
せ
ず
。
所
以
に
究
寛
せ
ず
と
明
す
な
り
。

孵
ゴ
に
耐
フ曖
；
盤
二行
り
喋
Ｗ
ヽ
鯖
み町
囃

野
を
蹴
ぜ
ず
、
式
府
を
徴
せ
ざ
る
を
機
が
。

射
ゴ
に
ぜ
′耀
３
鮮
み鴨
雌
ぜ
ば
り
喋
ず
ヽ
は
ず
鮮
み町
叫
が
を
私
蔵
の
な
と
評
す
こ
と
を
嚇
す
。

射
酔
に
妊
″慰
′運
ンルぼ
洪
…
…
一行
り
喋
ず
、
鯖
み町
吋
が
を
鵜
讚
の
た
と
ぼ
す
こ
と
を
組
す
。

〔
三
味
を
得
せ
ず
〕

（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
②
ｌ
①
）

（
二
乗
の
不
究
党
を
結
す
る
中
の
）
第

一
は
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

正
読
　
第
五
。
一
乗
章

一
〓
二



第

一
は
見
つ
可
し
。

経
典

（三
味
を
得
せ
ず
）

世
奪
。
　
若
シ無
明
住
地
フ
不
レ

断
ゼ
不
ン
究
立見
一者
８

不
レ
得
二

一
味
ナ
リ
０
等
味
ナ
ι
　
謂
″
明

解
腕
味

・ナル
る

〔
一
味
を
得
せ
ざ
る
を
澤
す
〕

（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
０
ｌ
②
）

（二
乗
の
不
究
寛
を
結
す
る
中
の
）
第
二
の

（
一
味
を
得
て
ゐ
な
い
）
理
由
を
澤
き
明
す
中
に
つ
い
て
、
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
断
ち
切
る
べ
き

（無
明
住
地
の
煩
悩
）
を
断
ち
切
ら
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
得
る
べ
き

（
一
味
）
を
得
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

射
ゴ
の
機
が
輯
に
計
き
て
叫
ザ
ゴ
が
り
。

射
式
に
雛
ず
鷹
き
を
鰐
ぜ
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。

第
二
に
得
す
應
き
を
得
せ
ざ
る
こ
と
を
明
す
。

一
一一一二

経
典
訓
語
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

世
奪
。
若
し
無

明

住

地
を
断
ぜ
　
　
「
世
算
よ
。

若
し
無
明
住
地
の
煩
悩
を
断
ち
切
ら
ず
、　
究

ず
究
寛
せ
ざ
る
者
は
、　
一
味
な
り
、
　

党
に
達
し
な
い
者
は
、　
一
味
を
得
ず
、
等
味
を
得
ず
、
す

等
味
な
り
、
謂
は
く
明
解
腕
味
な
　
　
ぐ
れ
た
解
脱
味
と
謂
ふ
も
の
を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
せ

る
を
得
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん
。
」



経
典
婁
林塗
露
じ

何
フ
以
テ
′
故
〓
　
無
明
住
地
フ

不
レ
断
ゼ
不
ン究
寛
・セ者
６
過
ン
ル

恒
沙
等
一所
”
應
昨
断
ズ
法
フ不
′

断
ゼ
不
ル
バす
究
党
一。

過
ン
ル
恒
沙
等
一所
”
應
昨
断
ズ
法

フ
不
％
断
ゼ
故
３
　
過
ン
ル恒
沙

等
一法
′應
い
得
ス不
レ
得
セ。
應
降

證
ス不
案
す
證
セ。

経
典
訓
讀
文

何
を
以
て
の
故
に
。
無

明

佳

地

を
断
ぜ
ず
究
寛
せ
ざ
る
者
は
、
恒

洪
罰
に
選
ぎ
た
る
腱
に
鯖
ず
べ
き

所
の
法
を
断
ぜ
ず
究
党
せ
ざ
れ
ば

な
り
。

経
典
現
代
語
課

「
何
故

（二
乗
は
究
寛
し
な
い
の
）
で
せ
う
か
。
無
明
住

地
の
煩
悩
を
断
ち
切
ら
ず
、
究
党
の
境
地
に
達
し
な
い
者

は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
よ
り
も
多
い
程
の
、
営
然
断
ち
切

る
べ
き
煩
悩
を
断
ち
切
ら
ず
、
究
党
に
達
し
な
い
か
ら
で

あ
り
ま
す
。
」

恒
沙
等
に
過
ぎ
た
る
應
に
断
ず
べ

　

「
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
よ
り
も
多
い
程
の
営
然
断
ち
切
る
べ

き
所
の
法
を
断
ぜ
ざ
る
が
故
に
、
　
　
き
煩
悩
を
断
ち
切
ら
な
い
が
故
に
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
よ

恒
沙
等
に
過
ぎ
た
る
法
の
應
に
得
　
　
り
も
多
い
程
の
、
営
然
得
る
べ
き
智
慧
を
得
る
こ
と
が
で

す
べ
き
を
得
せ
ず
、
應
に
證
す
べ
　
　
き
ず
、
営
然
證
る
べ
き
も
の
を
證
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

き
を
證
せ
ざ
れ
ば
な
り
。
　
　
　
　
　
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

〔御
語
澤
〕

（現
代
語
詳
）

應
に
断
ず
べ
き
と
は
、
個

々
別

々
に
現
は
れ
る
煩
悩

（
。
上
煩
悩
）
に
つ
い
て
の
無
知
を
断
ち
切
る
べ
き
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
應

に
得
す
べ
き
と
は
、
諸

々
の
現
象
及
び
個
々
別
々
に
現
は
れ
る
煩
悩

（
。
上
煩
悩
）
に
つ
い
て
の
知
見

（智
慧
の
働
き
を
以
て
知
り
、

見
る
こ
と
）
を
謂
ひ
ま
す
。
　

應
に
議
す
べ
き
と
は
、
無
知
を
断
ち
切
る
べ
き
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。

正
説
　
第
五

・
一
乗
章
　
　
　
一
〓
〓
一



（訓
讀
文
）

應
／二断
ズ
と
は
、
謂
は
く
別
相
の
無
知
な
り
。

い
　
　
　
　
　
む
　
ち
　
　
　
だ
ん

は
、
謂
は
く
無
知
の
断
な
り
。

一
三
四

キ應い得
スと
は
、　
計
は
く
誰
否

麟
び
鰤
絣
の
鯖
威
な
り
。　
　
キ應降識

ゎ
と

〔無
明
住
地
を
衆
惑
の
本
と
篇
す
こ
と
を
明
す
〕

（現
代
語
詳
）

（
一
―
い
―
国
１
２
１
②
上
③
）

（二
乗
の
不
究
寛
を
結
す
る
中
の
）
第
三
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
無
明
住
地
が
諸
々
の
惑

（煩
悩
）
の
起
る
根
本
で
あ
る
と

す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
諸
々
の
惑
を
略
し
て
十
二
列
學
し
、
そ
の
煩
悩
の
相

（す
が
た
）
を
説
明
し
ま
す
。

し
や
く
し
ゆ
　
　
　
　
　
い
つ
さ
い
　
　
し
ゆ
ど
う
だ
ん
　
　
ぼ
ん
の
う
　
　
し
よ
う

積
衆
し
て
、　
一
切
の
修
道
断
の
煩
悩
を
生
ず
と
は
、
修
道
の
過
程
で
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
煩
悩

（根
本
煩
悩
の
う
ち
の
強

盛
な
る
も
の
）
と
、
上
煩
悩

（根
本
煩
悩
の
上
に
附
随
し
て
生
ず
る
以
下
十
一
の
煩
悩
）
と
は
、
皆
無
明
住
地
に
由
つ
て
生
じ
る
と
す
る
こ

と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
此
の
一
句
は
全
證
を
総
括
し
て
の
説
明
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
に
書
か
れ
て
あ
る
十

一
の
煩
悩
を
示
し
た

句
は
、
佛
道
修
行
の
諸
境
地
に
於
て
妨
げ
に
な
る
上
煩
悩
は
、
皆
無
明
住
地
か
ら
し
て
生
じ
て
く
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

彼
と
は
、
あ
の
無
明
住
地
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
能
く

″
心
の
上
煩
悩
″
（菩
提
心
を
妨
げ
る
強
盛
な
根
本
煩
悩
）
を
生
じ
ま
す
。　
　
一

説
で
云
ふ
に
は
、
彼
と
は
印
ち
無
明
住
地
の
心
を
謂
ふ
の
で
あ
る
、
と
。

（訓
讀
文
）

籍
式
に
ぜ
′耀
二征
り
ｒ
Ｗ
、
鰹
・み町
叫
が
を
私
設
の
理
と
ぼ
す
こ
と
を
嚇
す
。
喫
ぴ
て
母
襲
を
雪
げ
て
嘘
て
難
の
構
を



嗽
す
。
辞
疑
夕
。
曇
”
↓
櫨
′麟
澤
蹴
′露
鵬
・ワと
は

内ヽ
湖
に
お
い
て
蹴
ず
鷹
き
税
は
齢
鮮
紺
巧
い
ぅが

に
齢
り
て
畳
す
る

こ
と
を
が
す
を
嗽
す
。
ば
の
ぃ一っ↑

は
経
じ
て
嗽
す
。
■
の
■
■
敏
は
、
識
嶽
ど
」
階
ず
る
量
騰
能
ぽ
齢
鯖
・み町
叫

が
行

り
し
て
曇
ず
る
こ
と
を
嚇
す
。
　
彼
と
は
彼
の
鯖

．み殉
崎

が
な
り
。　
静
く
蹴
の
量
疇

能
を
曇
す
。
　
コち
に
ォ
は
く
、

鶴
と
は
餌
ザ
計
は
く
律
の
凝
な
り
。

経
典

（撫
創
難
動
盪
数
嚇
わ
本
）
　
組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

是
′
故
‥

無
明
住
地
積
衆
ソ。

生
メ
一
切
ノ
修
道
断
ノ
煩
悩
卜
・

上
煩
悩
・トフ。
彼
。
生
メ
心
ノ
上

煩
悩

・
止
′
上
煩
悩

・
観
ノ
上

煩
悩

。
諄
ノ
上
煩
悩

・
正
受
ノ

上
煩
悩

・
方
便
′
上
煩
悩

。

智
ノ
上
煩
悩

・
果
′
上
煩
悩

。

得
ノ
上
煩
悩

。
力
′
上
煩
悩

・

無
長
′
上
煩
悩
・フ。

慧
の
配
に
、
鯖
ュ町
囃

が
提
熟
ピ

て
、　
一
切
の
修
道
断
の
煩
憫
と
上

魔
離
と
を
畳
ず
。
従
、
砒
のじ封
鷹

熾
・麟
の
量
羅
鵬
・ぅ配
の
量
爆
鵬
。ぅ

面
の
Ｉ
騰
齢
。ぅ
麟
艶
ゲ
量
屁
鵬
。ぅ

対
ほ
の
量
雌
鶴
。ぅ
智
の
量
羅
能
。ぅ

黙
の
量
躍
協
・ぅ
徴
の
量
儲
能
。ぅ
斌

の
量
朧
慨
。ぅ
鮮
殿
の
量
羅
慨
封
曇

ず
。

「
是
の
故
に
、

無
明
住
地
が
積
り
衆
つ
て
、
　
一
切
の
佛
道

修
行
の
過
程
に
於
て
断
ず
べ
き
煩
悩

（根
本
煩
機
の
強
盛
な

る
も
の
）
と
上
煩
悩

（根
本
煩
悩
の
上
に
附
随
し
て
生
ず
る
以

下
十
一
の
煩
悩
）
と
を
生
じ
ま
す
。
彼

（無
明
住
地
）
は
、
心

（菩
提
心
の
妨
げ
に
な
る
）
の
上
煩
悩
、　
止

（心
を
統

一
す
る

の
に
妨
げ
に
な
る
）
の
上
煩
悩
、
観

（佛
を
観
ず
る
の
に
妨
げ

に
な
る
）
の
上
煩
悩
、
岬

（瞑
想
静
慮
す
る
の
に
妨
げ
に
な
る
）

の
上
煩
悩
、　
正
受

（佛
の
心
を
正
受
す
る
の
に
妨
げ
に
な
る
）

の
上
煩
悩
、
方
便

（方
便
を
用
ひ
る
の
に
妨
げ
に
な
る
）
の
上

煩
悩
、
智

（佛
の
教
へ
を
理
解
す
る
の
に
妨
げ
に
な
る
）
の
上

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
〓
一五



一
一一一一ハ

煩
悩
、
果

（涅
槃
を
得
る
の
に
妨
げ
に
な
る
）
の
上
煩
悩
、
得

〇
一徳
を
得
る
の
に
妨
げ
に
な
る
）
の
上
煩
悩
、
力

（佛
の
十

力
を
得
る
の
に
妨
げ
に
な
る
）
の
上
煩
悩
、
無
長

（畏
れ
る
こ

と
の
な
い
徳
の
妨
げ
に
な
る
）
の
上
煩
悩
を
生
じ
ま
す
。
」

〔無
明
住
地
を
衆
惑
の
本
と
篤
す
こ
と
を
結
す
〕

（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
２
１
０
ｌ
④
）

（
二
乗
の
不
究
党
を
結
す
る
中
の
）
第
四
に
、　
是
の
如
く
恒
沙
…
…
に
過
ぎ
た
る
か
ら
以
下
は
、　
無
明
住
地
が
諸
々
の
惑

（煩
悩
）

の
起
る
根
本
で
あ
る
と
す
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
　

皆
無

明

住

地
を
因
と
し
と
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
よ
り
も
多
い

程
の
上
煩
悩
は
、
本
来
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。　
し
か
し
な
が
ら

（
そ
れ
が
存
在
す
る
の
は
、
）

無
明
住
地
を
原
因
と
し
て

生
ず
る
と
い
ふ
こ
と
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
皆

（無

明

住

地
を
）
因
と
し
と
云
ひ
ま
す
。
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
よ
り
も
多
い
程
の

上
煩
悩
も
ま
た
、
生
ず
る
理
由
が
あ
り
ま
す
。
印
ち
無
明
住
地
に
助
け
ら
れ
て
生
じ
ま
す
。
そ
れ
故
に
皆

（無

明

住

地
を
）
縁
と

す
と
云
ひ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

妊
降慰
ノ避
ンル匡
洪
…
…
一ば
り
喋
Ｗ
、
籍
酔
に
鮮
．み町
晨
うが
を
札
ま
の
た
と
評
す
こ
と
を
認
す
。
齢
砒
「シ鮮
み鴨
雌
ぜ
・フ

と
は
ヽ
匡
洪
は
た
鮮
な
り
。
融
る
に
齢
鴫
に
酢
り
て
曇
す
る
こ
と
を
鮮
す
。
配
に
齢
蹴
ぅ
と
デ
ふ
。　
匡
洪
も
蒸
畳
ず



べ
　
　

　
　

ぎ

あ

可
き
の
義
有
り
。

経典
（融剌舞蝠飛球

如
”
是
ノ過
ン
ル
恒
沙
等
一
上
煩

悩
ハ。
如
末
′
菩
提
智
ノ
所
け
，

断
秀
。
　

一
切
皆
依
”
無
明
住

地
一之
所
ン
リ建
立
・スル０　
一
切
′

上
煩
悩
ノ起
ル
「
６

皆
因
コ
シ無

明
住
地
・フ縁
卦
ス無
明
住
地
一ヮ。

る
所
な
り
。　
一
切
皆
無

明

住

地

に
依
り
て
建
立
す
る
所
な
り
。　
一

切
ら
れ
ま
す
。
こ
の
上
煩
悩
は

一
切
教
な
無
明
住
地
に
依

つ
て
建
り
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。　
一
切
の
上
煩
悩

〔
二
死
彙
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
を
羅
す
る
を
結
す
〕

（現
代
語
詳
）

（
一
―
曰
―
国
１
３
）

（前
の
四
段
を
歴
結
す
る
中
の
）
第
二
で
あ
り
ま
す
。
世
奪
。
此
の
起
の
煩
悩
に
於
て
か
ら
以
下
は
、
上
述
の

（
二
乗
の
果
を
會
す

る
中
の
）
第
四
に
二
種
の
煩
悩

（四
住
地
と
無
明
住
地
）
を
撃
げ
て
、
以
て
、
そ
の
前
の
第
三
の

「
二
死

（分
段
生
死
と
愛
易
生
死
）
を

乗
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
の
意
を
澤
す
」
と
し
た
と
こ
ろ
の
結
び
の
説
明
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
第
三
の
虎
で
結
び
の
説
明
を
す
る
理
由

は
、
こ
の
す
ぐ
前
の
第
二
で
二
乗
が
究
党
に
達
し
て
ゐ
な
い
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
す
る
に
営
つ
て
、
無
明
住
地
を
断
ち
切
つ
て
ゐ

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
〓
一七

印
ち
住
地
に
助
嚢
せ
ら
る
。
故
に
皆
縁
ト
スと
云
ふ
。

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

是
の
如
く
恒
沙
等
に
過
ぎ
た
る
上

　

「
こ
の
や
う
に
ガ
ン
ジ

ス
河
の
砂
よ
り
も
多
い
程
の
上
煩

魔
側
は
、
妍
対
の
ど
慰
管
の
蹴
ず
　
　
悩
は
、
如
末
の
事
獄
攣
（さ
と
り
の智
慧
）
に
よ
つ
て
断
ち

切
の
上
煩
悩
の
起
る
こ
と
は
、
皆
　
　
が
起
つ
て
く
る
こ
と
は
、
み
な
無
明
住
地
を
因
と
し
て
を

無

明

住

地
を
因
と
し
無

明

住
　
　
り
、
み
な
無
明
住
地
を
縁

（開
接
的
な
原
因
）
と
し
て
ゐ
ま

地
を
縁
と
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
。
」



一
三
八

な
い
こ
と
を
以
て
、
結
び
の
説
明
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
順
序
に
従
つ
て
最
終
的
に
結
び
の
説
明
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

上
述
の

（二
乗
の
果
を
會
す
る
中
の
）
第
四
に
、
二
種
の
煩
悩
を
學
げ
て
、
二
種
の
生
死
を
共
に
併
せ
除
く
こ
と
が
で
き
る
か
、

除
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
そ
の
意
味
を
澤
き
明
す
中
は
、
も
と
も
と
四
つ
に
分
け
て
ゐ
ま
す
。
　

第

一
に
、
煩
機
の
本
證
と
そ
の

願
は
れ
た
相
と
を
出
し
て
ゐ
ま
す
。
　

第
二
に
、
（四
住
地
と
無
明
住
地
と
の
）
力
用

（力
の
働
き
）
を
比
べ
量
る
こ
と
を
説
明
し
て

ゐ
ま
す
。
　

第
三
に
、
潤
業

全
二
界
の
内
ま
た
は
外
の
世
界
に
生
を
享
け
る
原
因
と
な
る
業
）
が
不
同
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

第
四
に
、
（煩
悩
を
）
断
ち
切
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

但
し
今
こ
こ
で
は
、　
第
二
の
潤
業
の
不
同
に
つ
い
て
は
略
し
て
結

び
の
読
明
を
し
ま
せ
ん
。
他
の
三
に
つ
い
て
は
皆
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

初
め
か
ら
無
始
の
無

明

住

が
な
り
に
詑
る
ま
で
は
、

（上
述
の
）
第

一
に

「
煩
悩
の
證
相
を
出
し
た
」
こ
と
の
結
び
の
説
明
を

し
ま
す
。

世
尊
。
若
し
復
…
…
に
過
ぎ
た
る
か
ら
以
下
は
、

上
述
の
第
二
に

「
（四
住
地
と
無
明
住
地
と
の
）

こ
と

の

結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

是
の
如
く
一
切
の
か
ら
以
下
は
、
上
述
の
第
四
に

「
（煩
悩
を
）
断
除
し
た
」
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

廿
輔
０
麟

， げ
ノご
ノ配
鵬
一征
り
魔
Ｗ
、
籍
菫
に
、
二
の
射
酔
に
ゴ
齢
の
側
鵬
を
雪
げ
て
孵
五
の
ゴ
婦
斜
ね
て
熙
き
畔
か

ざ
る
を
離
デ
る
を
、
騨
す
。
新
五
の
ぼ
ぽ
″
り
て
辞
を
が
す
ぽ
嚇
は
ヽ
二
に
ゴ
痛
の
下
祭
部
を
経
す
る
に
、
鯖
３町
麟
っ

力:

用す
を
格ぞ
量 i

しう

た



地
を
断
ぜ
ざ
る
を
以
て
結
と
篤
す
。
故
に
便
に
逐
つ
て
逐
に
結
す
る
な
り
。

二
の
新
酔
に
ゴ
鶴
の
魔
能
を
雪
げ
て
、
ｒ
孵
斜
ね
て
隈
き
隈
か
ざ
る
こ
と
を
機
す
る
輯
に
縫
殴
な
り
。
　
孵
式
に
魔
鵬

の
献
絣
を
雌
す
。
　
籍
ｒ
に
対
鵬
を
鞍
到
す
る
こ
と
を
嚇
す
。
　
孵
載
に
注
新
の
特
剛
を
嚇
す
。
　
舞
酔
に
蹴
陽
を
嚇

す
。
箸
麟
喫
び
て
舞
式
の
識
対
の
狩
町
を
経
せ
ず
。
鮮
の
武
は
畿
瀧
す
。

初
め
管
り
鮒
貯
′鰹
ふ鴨
時

が
す
に
認
る
ま
で
、
（二
の
）
射
式
に
魔
側
の
麟
構
を
雌
せ
る
を
組
す
。

ど
輔
。
な
シ篠
選
ンル於
…
…
一行
り
喋
ア
ヽ
二
の
籍
ゴ
に
斌
則
を
搬
製
ぜ
る
を
経
す
。

妊
”慰
ふ
っ櫨
ノ行
り
喋
Ｗ
、
二
の
孵
酔
に
蹴
階
せ
る
を
組
す
。

〔煩
悩
の
腱
相
を
出
せ
る
を
結
す
〕

（現
代
語
詳
）

（
一―
ロ
ー
国
１
３
１
０
）

（二
死
乗
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
を
繹
す
る
を
結
す
る
中
の
第
一
に
、
「煩
悩
の
證
相
を
出
し
た
」
こ
と
の
結
び
の
読
明
を
し
ま
す
。
）

ば
の
ぜ
の
側
側
に
対
て
、
経
絆
の
ぼ
ど
祉
絆
の
構
蹴
と
な
り
と
は
、
叶
齢
場
の
煩
悩
を
學
げ
て
ゐ
ま
す
。
世
驚
。
麟
機
磁
ピ
ぎ
る

は
無
始
の
無
明
住
が
な
り
と
は
、
無
明
住
地
の
煩
悩
を
撃
げ
て
ゐ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

獄
”げ
ノぜ
ノ鷹
欄
一。
が
絆
′ぼ
』が
絆
′椰
麟
よ
りと
は
殴
麟
場
を
智
ぐ
。
　
ど
輔
。
ぼ
稚
ン
ハ絣
ぽ
一セ鰹
貯
ノ鮒

一み鴨
酬
「
が
す

と
は
無
明
住
地
を
學
ぐ
。

正
読
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
〓
一九



経
典

（順
輔
和
雄
制
賛
）

世
奪
。
於
”
此
′起
′煩
悩
一。

刹
那
ノ
心
卜
利
那
ノ相
應
ト
ナと

世
奪
。
心
不
ン
相^
應
一無
始
ノ

無
明
住
地
ナツ
０

経
典
訓
讀
文

ザ
輔
。
け
の
び
の
鷹
側
に
ぶ
て
、

利
那
の
心
と
刹
那
の
相
應
と
な
り
。

ビ
囀
。
蜃
椎
朧
ぜ
ざ
る
は
鮮
婦
の

無
明
住
地
な
り
。

一
四
〇

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
此
の
住
地
の
上
に
生
起
す
る
煩
悩
は
、
瞬
時

瞬
時
に
嚢
す
る
心
と
、
そ
れ
に
封
應
す
る
瞬
時
々
々
の
心

の
働
き
と
で
あ
り
ま
す
ｏ

世
隼
よ
。
心
が
封
應
し
な
い
の
は
、
始
ま
り
の
わ
か
ら
な

い
無
明
住
地
の
煩
悩
で
あ
り
ま
す
。
」

〔力
用
を
格
量
せ
る
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
国
１
３
１
②
）

（二
死
乗
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
を
澤
す
る
を
結
す
る
中
の
第
二
に
、
「
四
佳
地
と
無
明
住
地
と
の
力
の
働
き
を
比
べ
量
つ
た
」
こ
と

の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
）

上
述
の
第
二
の

（四
住
地
と
無
明
住
地
と
の
）
力
用

（力
の
働
き
）
を
比
較
し
量
る
中
は
、
も
と
も
と
二
つ
に
分
け
て
ゐ
ま
す
。

一
に
は
四
住
地

（
の
力
用
）
が
劣
つ
て
ゐ
る
こ
と
。
　

二
に
は
無
明
住
地

（
の
力
用
）
が
勝
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

今
こ
こ
で
は
、
た
だ
無
明
住
地
が
勝
つ
て
ゐ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
四
住
地
の
劣
つ
て
ゐ
る
こ
と

は

自

ら
に
し
て
現
は
れ
ま
す
。
上
述
の

（力
用
を
格
量
し
た
）
中
に
は
法
読
と
比
喩
と
が
あ
り
ま
す
。
今
こ
こ
の
結
び
の
説
明
の

中
に
も
ま
た
法
読
と
比
喩
と
が
あ
り
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。
上
述
の
と
こ
ろ
で
は
、
直
ち
に
無
明
住
地
の
力
が
勝
つ
て
ゐ
る



と
言
つ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
諸
々
の
煩
悩
が
生
じ
た
り
滅
し
た
り
す
る
の
は
、
み
な
無
明
住
地
を
以
て
根
本
と
す
る
こ
と
を
読

明
し
て
、
結
び
の
説
明
と
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

戯
の
舞
ゴ
に
属
鵬
を
標
製
デ
る
に
殺
ｒ
材
り
。　
コちに
殴
齢
理
の
数
。　
「一に
鯉
町
齢
場
の
陽
が
り
。

勢
は
麟
難
嚇
齢
鶴
の
腸
″
離
す
れ
ば
、
叫
ザ
耐
も
呼
齢
鳩
の
数
は
ぉ鵬
から
鵞
は
る
。
塁
の
輯
に
叫
ザ
湖
記
ぽ
ぽ
粋
り
。

年
の
経
の
輯
に
も
蒸
湖
謝
ぽ
写
村
り
。
貯
つ
頭
し
。
聾
に
は
離
ち
に
鮮
耐
句晨
ぅが
は
対
陛
が
と
計
ふ
が
配
に
、
雌
に
は

も誰
らの
側
離
の
難
髪
、
鵠
鮮
叫
麟
ぅか
を
廃
て
た
と
鮮
る
こ
と
を
嗽
し
て
融
す
る
な
り
。

経
典

（勘
翻
盪
縦
竜
）
　

　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

世
奪
。
若
ッ復
過
ン
ル於
恒
沙
一。
　

世
筆
。
若
し
復
恒
沙
に
過
ぎ
た
る
、
　

「
世
算
よ
。
若
し
ま
た
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
よ
り
も
多
く
、

如
末
′
菩
提
智
ノ
所
”
應
″
断
ズ
　
　
如
末
の
菩
提
智
の
應
に
断
ず
べ
き
　
　
如
末
の
菩
提
智
の
み
が
よ
く
断
ち
切
る
こ
と
の
で
き
る
煩

法
６
　
一
切
皆
是
レ無
明
住
地
′
　

所
の
法
は
、
一
鱗
馘
慧
れ
無

明

住
　
　
悩
は
、　
一
切
み
な
無
明
住
地
が
所
持
し
、
建
り
出
す
も
の

所
レ
持
ス
ル０

所
シ
リ
建
立
・スル０
　

　

地
の
持
す
る
所
、
建
立
す
る
所
な
　
　
で
あ
り
ま
す
。
書

へ
ば
、　
一
切
の
種
子
は
皆
大
地
の
働
き

書
ヘバ
如
三

切
′
種
子
ハ皆
依
降
　
　
り
。
馨

へ
ば

一
蹴
の
種
子
は
皆
地
　
　
に
依
つ
て
生
み
出
さ
れ
、
建
り
出
さ
れ
、
檜
長
し
ま
す
。

地
二生
ジ
。
建
立
シ。
檜
長
ス。
　

　

に
依
り
て
生
じ
、
建
立
し
、
理
則
　
　
若
し
大
地
が
崩
壊
す
れ
ば
、
彼

（種
子
）
も
ま
た
そ
れ
に

若
シ地
壊
ス
レ
バ
者
彼
モ亦
随
テ
壊
　
　
す
。
若
し
地
壊
す
れ
ば
彼
も
亦
随
　
　
随
つ
て
崩
壊
し
て
し
ま
ふ
や
う
な
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ

正
説
　
第
五
・
一
乗
章
　
　
　
一
四
一



・スルガ
０
如
”
是
′
過
ン
ル
恒
沙
等
一。

如
末
′
菩
提
智
′
所
”
應
″
断
ズ

法

。^　
一
切
皆
依
”
無
明
佳
地
一

生
ジ
。
建
立
シ。
檜
長
ス。
若
シ

無
明
住
地
フ断
ジ
メ
業
者
。
過
ン
ル

恒
沙
等
一。　
如
末
ノ
菩
提
智
ノ

所
″
應
″
断
ズ
法
〓
皆
亦
随
，断

つ
て
孵
す
る
が
妊
く
、
殿
の
妊
く

恒
沙
等
に
過
ぎ
た
る
、
如
末
の
菩

ぼ
智
の
農
に
蹴
ず
べ
き
屏
″
湖
は
ヽ

一
切
皆
無
明
住
地
に
依
り
て
生
じ
、

建
立
し
、
増
長
す
。
若
し
無
明
住

げ
を
町
じ
ぬ
れ
ば
、
匡
洪
争
に
ご

ぎ
た
る
、
如
来
の
菩
提
智
の
應
に

蹴
ず
べ
き
膵
″
湖
も
齢
蒸
際
が
て

だ断
ず
る
な
り
。

〔断
除
せ
る
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
口
⊥
国
１
３
１
Ｄ
）

（二
死
乗
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
を
繹
す
る
を
結
す
る
中
の
第
三
に
）、
是
の
如
く

一
切
の
か
ら
以
下
は
、
上
述
の
第
四
の
断
除

（煩

悩
を
断
ち
切
る
）
の
結
び
の
説
明
で
あ
り
ま
す
。
上
述
の
と
こ
ろ
で
は
、
直
ち
に
佛
地
の
所
断
な
り
、
佛
の
菩
提
智
の
所
断
な
り
と
言

つ
て
ゐ
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
如
末
は
悟
り
の
た
め
の
因
も
果
も
既
に
満
ち
足
り
て
ゐ
る
が
故
に
、
能
く
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
説
明
し
て
、
結
び
の
説
明
と
し
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
印
ち
三
つ
あ
り
ま
す
。

一
四
二

の
や
う
に
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
等
よ
り
も
多
く
、
如
来
の

菩
提
智
の
み
が
よ
く
断
ち
切
る
こ
と
の
で
き
る
煩
悩
は
、

一
切
み
な
無
明
住
地
に
依

つ
て
生
み
出
さ
れ
、
建
り
出
さ

れ
、
増
長
し
ま
す
。
若
し
無
明
住
地
を
断
ち
切
つ
て
し
ま

へ
ば
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
等
よ
り
も
多
く
、
如
末
の
菩
提

智
の
み
が
よ
く
断
ち
切
る
こ
と
の
で
き
る
煩
悩
も
皆
ま
た
、

そ
れ
に
随
つ
て
断
ち
切
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」



第

一
に
、
因
が
蒲
ち
足
り
て
ゐ
る
が
故
に
、
能
く
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
法
王
法
主
と
し
て
而
も
か
ら
以
下
は
、
果
が
満
ち
足
り
て
ゐ
る
が
故
に
、
能
く
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

皆
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

妊
”殿
ｉ
っ驚
′卵
Ｗ
ヽ
二
の
孵
酔
の
翻
陽
を
経
す
。
二
に
は
蔵
ち
に
離
ぜ
′臓
剛
す
。
朧
′警
癬
計
ノ臓
蹴
す
０
と
計
ふ
が

出
に
、
雌
に
は
妍
鷲
の
町
霜
簾
に
瀧
ず
る
が
配
に
げ
く
蹴
ず
る
を
嚇
し
て
経
す
。　
嘴
に
詳
き
て
餌
ザ
五
材
り
。

新
↓
に
鴎
漑
ず
る
が
耀
に
静
く
蹴
ず
る
を
嚇
す
。

新
ゴ
に
湖
聡
湖
琳
↓
，耐
モ行
り
喋
Ｗ
、
黙
流
ず
る
が
認
に
静
く
蹴
ず
る
を
嗽
す
。

孵
五
に
慧
ノ配
二征
り
喋
Ｗ
、
経
す
。

鵠
貯
つ
丁
し
。

経
典

（断
除
せ
る
を
結
す
）
　
　
　
組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

如
”
是
ノ
一
切
ノ
煩
悩
卜
・
上
煩
　
　
是
の
如
く

一
球
の
煩
悩
と
上
煩
悩
　
　
「
こ
の
や
う
に

一
切

の
煩
悩
と
上
煩
悩
と
を
断
ち
切
つ
て

悩
ト
ヮ断
ジ
ヌ
Ｘ
。
過
ン
ル恒
沙
等
一。
　

と
を
断
じ
ぬ
れ
ば
、
恒
沙
等
に
過
　
　
し
ま

へ
ば
、
如
末
が
得
て
を
ら
れ
る

一
切
の
、
ガ
ン
ジ
ス

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
四
三



如
末
所
得
ノ
一
切
ノ諸
法
二通

達
シ無
優
ナ
ツ
０
　

一
切
，知
見
シ

離
ン
一
切
ノ
過
悪
・フ得
メ
ル
す

一

切
ノ功
徳
・フ。

法
王
法
主
ト
ッ
而
モ得
ン
自
在
・，。

證
ン
玉
分

一
切
法
自
在
ノ
之
地
一。

如
末

・
應

。
等
正
覺
；
正
ック

師
子
吼
シェ

，
。
我
生
已
二蓋
や
０

梵
行
已
二立
シ。
所
作
已
二排
ソ０

不
い
受
ン
後
有
・フ。

是
ノ
故
３
世
奪
。
以

，
師
子
吼
・フ。

依
ン
於
了
義
二

向
二記
説
シェ
乙

〔御
語
澤
〕
（現
代
語
課
）

ぎ
た
る
、
妍
鷲
尻
織
の
摯っ鷲
の
識

湖
に
運
灘
し
鮮
ば
な
り
。
↓
鷲
を

鯖
慰
し
コ
っ鷲

の
選
勲
を
麟
れ
ぃ「
鱗

の
功
徳
を
得
す
る
な
り
。

法
王
法
主
と
し
て
而
も
自
在
を
得

し
、　
一
切
法
自
在
の
地
を
證
し
た

ま
へ
る
、
妊
鷲
。
鷹
・
肇
晨
鶴
ど

し
て
正
し
く
師
子
吼
し
た
ま
は
く
、

謝
生
要
に
ぎ
き
、
期
征
辞
ピ
端
げ
ヽ

所
作
己
に
排
じ
て
、
後
有
を
受
け

ず
と
。

き
の
配
に
、
ど
鎌
。
鮒
子
肝
を
廃

て
、
響
議
に
僣
り
て
一、、っ眈
に
譜
記

し
た
ま
ふ
。

一
四
四

河
の
砂
等
よ
り
も
多
い
、
諸
法
に
通
達
し
、
何
も
の
に
も

妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。　
一
切
の

（事
象
を
）

知
見
し
、　
一
切
の
過
ち
や
悪
か
ら
離
れ
、　
一
切
の
功
徳
を

得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

只
佛
は
）
法
王
法
主
と
し
て
自
由
自
在
を
得
て
を
ら
れ
、

一
切
の
諸
現
象
に
自
由
自
在
の
境
地
を
證
ら
れ
た
如
末

。

應
供

・
等
正
覺
と
し
て
正
し
く
獅
子
吼
さ
れ
ま
す
。
云
は

く
、
″
我
が
生
存
の
苦
し
み
は
己
に
蓋
き
、
欲
望
を
断
じ

る
清
浄
な
行
は
已
に
成
就
し
、
篤
す
べ
き
こ
と
は
己
に
篤

し
蓋
し
、
今
よ
り
後
は
煩
悩
あ
る
生
を
享
け
る
こ
と
は
な

い
″
と
。
」

フ
」
の
故
に
世
奪
は
、
獅
子
吼
を
も

つ
て
、
す
べ
て
の
道

理
を
説
き
蓋
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
読
法

さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」



一
曇
の
煩
悩
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
が
共
通
し
て
嚢
生
す
る
、
根
本
煩
悩
を
謂
ひ
ま
す
。
　

上
煩
悩
と
は
、
個

々
別
々
に
分
れ
て

現
は
れ
る
煩
悩
を
謂
ひ
ま
す
。
　

（次
に
組
典
で
は
梵
行
日
立
、
所
作
已
辮
と
あ
り
ま
す
。
）
し
か
し
佛
道
修
行
の
階
位
に
於
て
論
ず

る
な
ら
ば
、
所
作
巳
癖
と
梵
行
巳
立
と
は
、
本
来
は
金
剛
心

（佛
果
に
到
逹
す
る
ま
で
の
最
高
の
境
地
）
の
以
前
の
階
位
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
今
こ
こ
で
は
、
悟
り
の
果
で
あ
る
法
身
を
照
し
見
て
、
そ
の
相
を
言
ふ
の
に

「
梵
行
己
立
智
」
「
所
作
已
排
智
」
と
い
ふ
語

句
を
用
ひ
て
ゐ
ま
す
。
（
こ
れ
は

一
般
に
小
乗
の
悟
り
の
境
地
を
現
は
す
語
句
で
あ
り
ま
す
。
）
思
ふ
に
こ
れ
は
、
通
門

（小
乗
と
大
乗

と
に
共
通
す
る
立
場
）
に
立
つ
て
説
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

一
切
ノ
煩
悩
と
は
謂
は
く
根
本
通
相
の
煩
悩
な
り
。
　

上
煩
悩
と
は
謂
は
く
支
條
別
相
の
煩
悩
な
り
。
　

然
る
に
位
に

ど
き
て
議
を
が
さ
ば
、
尻
信
ぴ
蠣
・競
霞
麒
錦
ぽ
税
鏡
鵬
鰤
別
に
が
り
。
耐
る
に
牛
は
ほ
黙
の
澪
就
を
鷹
す
を
瞬
て
競

行
智

。
所
作
已
排
と
篤
す
。
蓋
し
通
門
に
就
き
て
明
す
こ
と
を
篤
す
。

〔究
寛

・
不
究
尭
を
澤
す
る
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
４
）

（前
の
四
段
を
歴
結
す
る
中
の
）
第
四
で
あ
り
ま
す
。
世
奪
。
不
受
後
有
か
ら
以
下
は
、
上
述
の
公
一乗
の
果
を
會
す
る
中
の
）
第

三
に
二
種
の
生
死

（分
段
生
死
。
憂
易
生
死
）
を
拳
げ
て
、
以
て
、
そ
の
前
の
第
二
の
段
の

「
究
寛

・
不
究
党
を
繹
す
」
と
し
た
と
こ

ろ
の
結
び
の
読
明
で
あ
り
ま
す
。
上
述
の
第
三
で
は
、
直
ち
に

「
如
爽
は
二
死

（分
段
生
死
と
憂
易
生
死
）
を
雙
方
と
も
取
り
除
き
、

正
読
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
四
五



一
四
六

二
乗
は
た
だ
一
つ

（分
段
生
死
）
だ
け
を
取
り
除
く
」
と
言
ひ
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
今
こ
こ
で
は
、　
特
に
選
ん
で
「如
末
は
既
に
四

魔

（天
魔
・
煩
悩
魔
・陰
魔
・
死
魔
）
を
降
伏
し
て
ゐ
る
、
こ
の
故
に
二
死
の
雙
方
と
も
取
り
除
く
」
と
言
ひ
、
コ
一乗
は
四
魔
を
降
伏

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
こ
の
故
に
た
だ
分
段
生
死
の
一
つ
だ
け
を
取
り
除
く
」
と
、
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
　
「本
義
」
で
は
、

こ
れ
よ
り
以
下
は
、　
一
乗
に
牧
め
入
れ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
で
あ
る
、
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
。

こ
の
中
に
つ
い
て
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

第
一
に
、
先
づ
如
来
は
二
つ
の
生
死
の
雙
方
と
も
取
り
除
く
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
、

第
二
に
、
世
専
。
阿
羅
漠
か
ら
以
下
は
、
二
乗
は
た
だ
一
つ

（分
段
生
死
）
だ
け
を
取
り
除
く
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

世
輔
。
稽
難
響
ゲ
征
り
喋
Ｗ
ヽ
孵
酔
に
、
二
の
孵
式
に
ｒ
齢
の
曇
建
を
雪
げ
て
囃
て
新
ｒ
の
祭
競
・
村
餐
競
を
離
す
る

を
、
騨
す
。
塁
に
は
離
ち
に
妊
鷲
は
ｒ
ォ
斜
ね
て
隈
き
、
尉
剰
は
麟
難
の
式
を
隈
く
こ
と
を
計
ふ
が
蹴
に
、
牛
は
離
び

て
妍
対
は
簾
に
酔
康
を
は
す
、
き
の
配
に
ｒ
ォ
馘
階
く
と
計
ひ
ヽ
琳
利
は
配
貯
を
振
す
る
こ
と
鰊
は
ず
ヽ
慧
の
耀
に
麟

難
の
式
を
解
く
こ
と
を
経
す
。
　
村
デ
に
ｒ
は
く
、
雌
征
リ
ソ
Ｗ
ヽ
く
に
麟
■
付
す
る
を
解
す
と
。

嘴
に
詳
き
て
叫
ザ
ｒ
秒
り
。

孵

ち́
に
が
づ
妊
恐
は
ｒ
摯
紳
ね
て
解
く
こ
と
を
組
し
、

射
ｒ
に
世
輔
。
け
計
潔
行
リ
ソ
Ｗ
ヽ
■
剰
は
麟
難
の
式
を
解
く
こ
と
を
経
す
。



〔
如
来
は
二
死
彙
ね
て
除
く
こ
と
を
結
す
〕
（現
代
語
評
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
４
１
０
）

（究
寛

・
不
究
党
を
澤
す
る
を
結
す
る
中
の
）
第

一
に
、
先
づ
如
末
が
二
つ
の
生
死
を
雙
方

と
も
取
り
除
く
こ
と
の
結
び
の
説
明

の
中
に
つ
い
て
、
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
正
し
く
如
末
は
既
に
四
魔
を
降
伏
し
て
ゐ
る
、
こ
の
故
に
二
つ
の
生
死
の
雙
方
と
も
取
り
除
く
こ
と
の
結
び
の
説
明
を

し
ま
す
。

第
二
に
、
不
思
議
の
…
…
を
得
て
か
ら
以
下
は
、
如
末
の
高
徳
を
學
げ
て
、
二
つ
の
生
死
の
雙
方
と
も
取
り
除
い
て
ゐ
る
こ
と
を

立
證
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第

一
に
先
づ
如
末
は
二
死
乗
ね
て
除
く
こ
と
を
結
す
る
中
に
就
き
て
、
亦
二
有
り
。

第

一
に
正
し
く
如
末
は
既
に
四
魔
を
伏
す
、
是
の
故
に
二
死
乗
ね
て
除
く
こ
と
を
結
す
。

だ
い
に
　
　
　
え
　
　
〓
　
し
　
ぎ
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
い
　
げ
　
　
　
ま
ん
と
く
　
　
あ
　
　
　
　
　
に
　
し
　
か
　
　
　
　
　
の
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う

第
二
に
得

，
不
思
議
′
…
…
・フ従
り
以
下
、
高
徳
を
學
げ
て
二
死
乗
ね
て
除
く
こ
と
を
證
す
。

〔
四
魔
を
伏
し
二
死
余
ね
て
除
く
こ
と
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
４
１
０
１
①
）

（如
末
は
二
死
飛
ね
て
除
く
こ
と
を
結
す
る
中
の
第

一
に
、
）
不
受
後
有
智
に
二
種
有
り
と
は
、
（分
段
生
死
と
憂
易
生
死
と
の
）
二

つ
の
生
死
を
雙
方
と
も
に
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
か
、
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
に
つ
い
て
、
結
び
の
説
明
を
し
よ
う
と
し

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
四
七



一
四
八

て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
故
に
先
づ
此
の

「
不
受
後
有
智
」
を
初
め
に
拳
げ
ま
す
。
二
種
と
は
、　
一
に
は
如
末
の
不
受
後
有
智
、
二
に
は
二

乗
の
不
受
後
有
智
で
あ
り
ま
す
。
　

四
魔
を
降
伏
し
と
は
、
天
魔
は
悪
が
生
ず
る

「
縁
」
で
あ
り
ま
す
。
　

煩
悩
魔
は
悪
が
生
ず
る

「
因
」
で
あ
り
ま
す
。
陰
魔
と
死
魔
と
は
悪
が
生
み
出
し
た

「
果
」
で
あ
り
ま
す
。

如
末
は
既
に
此
の
四
魔
を
降
伏
し
て
ゐ
る
が
故

に
、
分
段
生
死
と
憂
易
生
死
と
の
二
つ
の
生
死
を
み
な
雙
方
と
も
に
取
り
除
い
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。　
一
切
世
間
を
出

で
て
と
は
、
分
段
生
死
と
興
易
生
死
と
の
二
つ
の
世
界
を

（超
え
て
ゐ
る
こ
と
を
）
謂
ひ
ま
す
。
　
二
齢
一
智
鍔
の
蹴
何
す
る
離
ど
辟

り
た
ま
ふ
と
は
、
如
末
は
既
に
四
魔
を
降
伏
し
、
分
段

・
憂
易
の
二
世
間
を
超
出
し
て
ゐ
る
が
故
に
、　
一
切
の
衆
生
に
よ
つ
て
讚
仰

敬
慕
せ
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
さ
う
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
分
段
と
興
易
と
の
二
つ
の
生
死
を
雙
方
と
も
に
取
り
除
い
て

ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

お
　
じ
ゆ
ご
　
う
　
ち
　
　
ら
　
　
に
　
し
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
に
　
し
　
か
　
　
　
　
　
の
そ
　
　
の
ぞ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
つ
　
　
　
　
　
　
に
つ
　
　
　
　
　
ゆ
〓
　
　
ま
　
　
　
一」
　

　

お
　
じ
ゆ
ご

不
受
後
有
智
二有
型
一種
・と
は
、
格
に
二
死
兼
ね
て
除
き
除
か
ざ
る
こ
と
を
結
せ
ん
と
欲
す
。
　
故
に
先
づ
此
の
不
受
後

有
智
を
以
て
首
と
篤
す
。
二
種
と
は
、　
一
に
如
末
の
不
受
後
有
智
、
二
に
二
乗
の
不
受
後
有
智
な
り
。　
降
〓伏
ッ四
魔
・ヮ

と
は
、
天
魔
は
是
れ
悪
の
縁
な
り
。
煩
悩
魔
は
是
れ
悪
の
因
な
り
。
陰
魔
と
死
魔
と
は
是
れ
悪
の
果
な
り
。
如
末
既
に

此
の
四
魔
を
伏
す
る
が
故
に
二
死
皆
乗
ね
て
除
く
こ
と
を
明
す
。　
　
出
す
テ
一
切
世
開
一フと
は
、
謂
は
く
分
段

・
羹
易
の

ゴ
ビ
配
な
り
。　
　
が
つ〓
ふ
っ鷲
熟
曇
ゎ
之
離
れ蹴
何
・スルと
は
ヽ
簾
に
叶
康
を
ば
し
ゴ
耀
酬
を
越
ぅし出

す
る
が
配
に
、
４
鷲

衆
生
の
篤
に
仰
慕
せ
ら
る
る
こ
と
を
明
す
。
然
れ
ば
則
ち
二
死
乗
ね
て
除
く
こ
と
明
ら
か
な
り
。



経
典
（麹
磁
陸
伏
↓
こ
初
鱗
）

世
奪
。
不
受
後
有
智
二有
型
一

種

・。
謂
夕
。
如
末

以^
”
無
上
ノ

調
御
・ヮ。
降
二
伏
シ
四
魔

一フ。
出

す
，
一
切
世
聞
・フ。
鳥
コ
玉
７

一
切

衆
生
′
之
所
「
階
仰
一
ル●

〔萬
徳
を
畢
げ
て
二
死
余
ね
て
除
く
こ
と
を
證
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
４
１
０
ｌ
②
）

（如
爽
は
二
死
飛
ね
て
除
く
こ
と
を
結
す
る
中
の
）
第
二
に
、
不
思
議
の
…
…
を
得
て
か
ら
以
下
は
、
悟
り
の
結
果
と
し
て
現
は

れ
る
如
末
の
諸
々
の
徳
を
拳
げ
て
、
そ
れ
に
よ
つ
て
二
つ
の
生
死
を
雙
方
と
も
に
取
り
除
い
て
ゐ
る
こ
と
を
立
證
し
ま
す
。
既
に
こ

の
や
う
な
奪
い
徳
が
備
つ
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
、
如
末
は
ど
う
し
て
ま
た
、
未
だ
二
つ
の
生
死
か
ら
免
れ
ず
に
ゐ
る
、
と
い
ふ
こ
と

が
あ
り
ま
せ
う
か
、
あ
り
は
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

伊
”稽
計
ぎ
‥′…
ゴフ行
リ
ガ
Ｗ
、
射
ゴ
に
黙
Ｊ
の
識
薇
を
雪
げ
て
、
暖
て
ゴ
オ
紺
ね
て
解
く
こ
と
を
識
デ
。
嘘
ら
け
し
、

簾
に
選
の
妊
く
の
就
薇
な
り
、
戦
ぞ
徳
科
だ
ゴ
Ｐ
を
残
だ
ざ
ら
ん
や
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
四
九

経
典
訓
讀
文

世
奪
。
不
受
後
有
智
に
二
種
有
り
。

謂
は
く
、
如
末
は
無
上
の
調
御
を

以
て
、
四
魔
を
降
伏
し
、　
一
切
世

醜
を
ど
で
て
、
礼
鱗
私
曇
が
同
研

す
る
所
と
篤
り
た
ま
ふ
と
。

紅
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
不
受
後
有
智

（今
よ
り
の
ち
、
煩
悩
の
あ
る
生
を

享
け
る
こ
と
は
な
い
と
悟
る
賀
）
に
二
種
類
あ
り
ま
す
。
謂

ふ
な
ら
ば
、
如
末
は
こ
の
上
な
い
調
伏
力
を
以
て
、
四
魔

を
降
伏
し
、　
一
切
の
迷
ひ
の
世
界
を
出
離
し
て
、　
一
切
の

衆
生
が
讚
仰
敬
慕
す
る
所
と
な
ら
れ
ま
す
、
と
。
」



経
典

轟
一
漱
Ｑ
孵
げ
こ
こ
初
）

得
，

不
思
議
′
法
身
・フ。
於
三

切
爾
炎
地
一。
得
ヽ
無
優
法
自

在
；
。
於
け
上
二更
二無
ン
所
作
・

無
卦
所
得
・地
″
。
十
力
勇
猛
；

昇
コ
於
第

一
。
無
上

。
無
長
′

之
地
一。　
一
切
爾
炎
卜
無
優
智

卜
晨
観
ジ
。
不
レ
由
”
於
他
一。
不

受
後
有
智
フ以
師
子
吼
ッ〓
る

組
典
訓
讀
文

不
思
議
の
法
身
を
得
て
、　
一
切
爾

炎
地
に
於
て
、
無
醗
法
自
在
に
し

て
、
上
に
於
て
更
に
所
作
無
く
所

得
無
き
地
を
得
す
。
十

力
勇
猛
に

し
て
第

一
。
無
上

。
無
長
の
地
に

昇
り
、　
一
切
爾
炎
と
無
優
智
と
を

も
つ
て
盤
じ
ヽ
伊
に
ビ
ら
ず
、
な

受
後
有
智
を
も
つ
て
師
子
吼
し
た

ま
ふ
。

一
五
〇

経
典
現
代
語
課

「
如
末
は
不
可
思
議
の
法
身
を
得
て
、

一
切
の
爾
炎

（智
意

を
生
ず
る
環
境
）
の
境
地
に
於
て
、
無
優
の
法
　
（何
も
の
に

も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
働
き
）
を
自
由
自
在

に
行
使
さ

れ
、
こ
れ
以
上
更
に
篤
す
べ
き
こ
と
は
な
く
、
こ
れ
以
上

得
る
べ
き
も
の
は
な
い
境
地
を
得
ら
れ
ま
す
。
十
力

（佛

が
身
に
備
へ
ら
れ
る
十
種
の
力
）
を
勇
猛
に
嚢
揮
し
て
、　
第

一
。
無
上

。
無
長
の
境
地

（絶
封
自
由
の
境
地
）
に
昇
ら
れ
、

一
切
の
爾
炎
と
何
も
の
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
自
在
に
働
く
智

慧
と
を
以
て
す
べ
て
を
観
得
さ
れ
、
他
の
も
の
の
力
に
由

ら
ず
、
不
受
後
有
智
を
以
て
獅
子
吼
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
」

〔
二
乗
は
但
其
の

一
を
除
く
こ
と
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
回
１
４
１
０
）

（究
覚

・
不
究
寛
を
澤
す
る
を
結
す
る
中
の
）
第
二
に
、
世
尊
。
阿
羅
漢
か
ら
以
下
は
、
二
乗
は
た
だ
其
の

一
つ
の
生
死

（分
段
生



死
）
だ
け
を
取
り
除
く
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
、
ま
た
分
け
て
二
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
二
乗
は
た
だ
分
段
生
死
の

「
因
」
を
取
り
除
き
、
そ
れ
で
已
に
生
死
の
苦
憫
を
離
れ
た
、
と
思
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明

し
ま
す
。せ

　
そ
ん

第
二
に
、
世
尊
か
ら
以
下
は
、
こ
れ
も
ま
た
分
段
生
死
を
取
り
除
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
分
た
ち
は
己
に
第

一
（第
一
蘇
息
虎
の
涅

槃
地
）
の

「
果
」
（悟
り
）
を
得
た
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、　
こ
の
故
に
二
乗
は
、　
た
だ
其
の

一
つ
の
生
死

（分
段
）
だ
け
を
取

り
除
く
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

耀
税
。
け
計
就
征
り
卵
Ｗ
ヽ
孵
ゴ
に
瑞
私
は
麟
難
の
ぃちを
解
く
こ
と
を
組
す
。　
戦
に
詳
き
て
蒸
舛
ち
て
ゴ
と
が
す
。

孵
式
に
一
剰
は
麟
剣
鋸
の
欧
を
解
き
醸
に
曇
残
を
離
れ
た
り
と
識
ふ
こ
と
を
嚇
す
。

第
ｒ
に
世
税
管
り
卵
ず
ヽ
ふ
剣
既
を
解
く
に
即
り
て
能
ゲ
醸
に
射
一、、ちの
ぞ
を
律
た
り
と
識
へり
ヽ
慧
の
配
に
麟
難
の

一
の
み
を
除
く
こ
と
を
明
す
。

〔
巳
に
生
死
を
離
れ
た
り
と
謂
ふ
こ
と
を
明
す
〕

（二
乗
は
但
其
の
一
を
除
く
こ
と
を
結
す
る
中
の
第

一
に
、

す
。
）

（現
代
語
詳
）

（
一
―
曰
―
国
１
４
１
０
１
①
）

二
乗
は
已
に
生
死
の
音
を
離
れ
た
と
謂
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
五
一



一
五
二

生
死
の
長
れ
を
度
り
と
は
、
分
段
生
死
を
長
れ
て
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
を
謂
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

次
第
に
解
脱
の
楽
を
得
と

は
、
順
々
に
三
界
の
迷
ひ
を
断
ち
切
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
迷
ひ
が
無
け
れ
ば
、
道
理
と
し
て
、
自
然
に
集
し
む
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
故
に
解
腕
の
榮
し
み
が
あ
り
ま
す
。
　

是
の
念
を
作
さ
く
と
は
、
以
上
の
こ
と
に
よ
つ
て
、
日
に
生
死
に
ま
つ
は
る

長
れ
か
ら
離
れ
て
、
生
死
に
ま
つ
は
る
苦
し
み
を
受
け
な
く
な
つ
た
、
と
思
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
こ
れ
は
印
ち
、

二
種
類
の
不
受
後
有
智
の
中
の
、
公
一乗
の
得
る
）

一
種
の
智
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
故
に
二
乗
は
、
た
だ
其
の

一
つ

（分
段
生
死
）
だ

け
を
取
り
除
く
、
と
云
ふ
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

戯
コ針
残
ノ難
・フれと
は
ヽ
裁
れ
て
先
麟
曇
残
を
朧
る
を
計
ふ
な
り
。　
　
だ
獄
二響
〓爾
膠
′勲
・フと
は
ヽ
好
孵
を
廃
て
五
獄
の

設
を
閉
ず
る
こ
と
を
嗽
す
な
り
。
ま
鯖
け
れ
ば
翌
と
し
て
ぉ鶴
から
難
震
ず
し
。
雌
に
解
鷹
の
敷
な
り
。　
伊

，夕慧
′舗
・フ

と
は
、
」
に
酔
り
て
醸
に
曇
残
の
情
認
を
離
れ
て
、
曇
残
の
子
を
ガ
け
ず
と
識
ふ
こ
と
を
は
す
な
り
。
」
疵
ザ
ゴ
齢
の

村
難
奮

（イ
）
智
の
囃
の
水
↓
勧
の
智
な
り
。
き
の
配
に
一
対
は
雌
難
の
一ちを
解
く
と
ｒ
ふ
こ
と
を
組
す
。

経
典

（
切
」
継
鍛
睦
琳
勧
漿
）

世
奪
。
阿
羅
漢
。辟
支
佛
ハ度
コ

生
死
′
畏
一フ。
次
第
二得
ン
ト
キ解

脱
′
榮
一フ。
作
計
夕
是
′念

・，。
我
＾

経
典
訓
讀
文

耀
鋭
。
貯
計
配

の
長
れ
を
度
り
、

柴
を
得
る
と
き
、

曜
対
薩
は
畳
建

次
第
に
解
腕
の

是
の
念
を
作
さ

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
は
、
（分
段
）
生
死
を
長

れ
て
渡
り
、
順
々
に
さ
と
り
の
柴
し
み
を
得
る
や
う
に
な

つ
た
と
き
、
″
自
分
は
、
も
う
生
死
に
と
ら
は
れ
る
恐
怖



離
，

生
死
′
恐
怖
・フ不
い
受
ン
生

死
′
苦
・フ。

経
典

世
奪
。

を
離
れ
た
の
で
、
生
死
の
苦
し
み
は
受
け
な
く
な
つ
た
″

と
の
念
ひ
を
持
ち
ま
す
。
」

わ
れ
　
　
し
よ
う
し
　
　
く
　
み
　
　
　
は
な

く
、
我
は
生
死
の
恐
怖
を
離
れ
て

生
死
の
苦
を
受
け
ず
と
。

〔
已
に
第

一
虚
を
得
と
謂
ふ
こ
と
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
国
１
４
１
０
１
②
）

（二
乗
は
但
其
の
一
を
除
く
こ
と
を
結
す
る
中
の
）
第
二
に
、　
世
尊
か
ら
以
下
は
、
ま
た
以
上
の
こ
と
に
因
つ
て
、
公
一乗
は
己
に

第

一
虎

（第
一
蘇
息
虎
の
涅
槃
地
）
を
得
た
、
と
謂
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

観
察
す
る
時
と
は
、
四
諦

（苦
一諦
・
集
諦
。
滅

諦
。
道
諦
）
の
理
を
照
し
見

る
時
を
謂
ひ
ま
す
。　
　
一
説
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
四
諦
を
照
し
見
る
時
は
、
自
ら
進
ん

で
道
理
を
推
し
尋
ね
、
佛
を
仰
い
で
、
自
分
で
到
達
し
得
べ
き
第

一
虎

（第
一
蘇
息
虎
の
涅
槃
地
）
の
境
地
を
観
ず
る
の
で
あ
る
、
―

‥――しこ
。

（訓
讀
文
）

世
現
行
リ
ガ
Ｗ
ヽ
射
ゴ
に
水
雌
に
母
り
て
醸
に
籍
礼
戯
を
待
と
識
ふ
こ
と
を
嚇
す
。　
蹴
難
λ
唯
と
は
ヽ
計
は
く
殴
識

を
照
す
の
時
な
り
。　
　
一
に
云
は
く
。　
四
諦
を
照
す
時
、　
自
ら
能
く
理
を
推
し
て
仰
ぎ
て
第

一
の
得
す
應
き
虎
を
観

ず
と
。

（記
工導
と一裁
嘘
辮
と
）

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

阿
羅
漢

。
辟
支
佛
観

ビ
囀
。
陛
貯
獣
・
朧
対
薩
酷
察
す

「
世
奪
よ
。
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
は
、
観
察
す

る
時
に
、

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
五
三



察
ス
ル時
〓

得
，

不
受
後
有
・フ。

観
メ
第

一
蘇
息
虎
ノ
涅
槃
地
・フ。

る
曝
に
、
村
難
ぼ
夕
を
待
て
、
射

式
耐
麟
戯
の
ビ
難
ど
を
動
ず
。

一
五
四

不
受
後
有
智
を
得
て
、
第

一
蘇
息
虎

公
一乗
の
涅
槃
）
で
の

温
槃
の
境
地
を
観
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
一
乗
に
入
る
を
結
す
〕
（現
代
語
諄
）

（
一
―
甲
上
り

特
別
に
二
乗
の
果
を
會
し
て

一
乗
に
入
れ
る
中
の
第
六
に
、
世
尊
。
彼
先
の
所
得
の
地
に
し
て
か
ら
以
下
は
、
公
一乗
の
果
を
）
一

乗
に
入
れ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

「
本
義
」
に
云
は
く
、
―
―
こ
れ
は
前
に
佛
の
説
い
た
こ
と
を
考
察
し
て
み
る
と
、

一
乗
に
三
乗
を
収
め
と
つ
て
、
そ
れ
で
以
て

一
乗
と
篤
す
と
い
ふ
の
で
は
な
い
、
―
―
と
。

そ
の
中
に
つ
い
て
印
ち
四
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
二
乗
が

「
因
」
（修
行
中
）
に
ゐ
る
時
に
、
未
だ
究
党
で
な
い
、
と
自
ら
知
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
自
ら
知
る
こ
と
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
正
し
く

一
乗
に
入
れ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

第
四
に
、　
一
乗
を
得
る
者
は
か
ら
以
下
は
、
す
な
は
ち
、　
一
乗
に
よ
つ
て
得
る
と
こ
ろ
の

「
果
」
（悟
り
）
の
意
味
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

習
輔
０
鶴
爆
ノ蹴
織
ノが
，
テ借
り
喋
ず
ヽ
圧
に
■
対
の
だ
を
針
す
る
囀
の
孵
々
に
、
ｔ
赳
ぽ
だ
る
を
組
す
。　
　
村
デ
に

ガ
は
く
ヽ
雌
は
前
に
鷹
の
雌
す
を
組
齢
テ
、
き
れ
ぃ「斜
ぽ
五
赳
グ
雌
ぅ認
し
唆
て
↓
赳
ど
鮮
す
に
対
ず
と
。



中
に
就
き
て
印
ち
四
有
り
。

新
ぃち

に
■
痛
の
鴎
に
″
り
し
曝
齢
げ
着
祭
罰
を
知
る
こ
と
を
嚇
す
。

孵
ｒ
に
耐
フ瞬

，
耀
二管
り
ｒ
Ｗ
、
能
ゲ
せ
る
を
機
ナ
。

第
三
に
是
′故
二従
り
以
下
、
正
し
く
入
　
一
乗
を
結
す
。

第
配
に
智
ン弓
赳
一ワぅ饗
ハ行
り
丼
Ｗ
ヽ
幌
ザ
毬
科
ぅ臓
待
の
難
の
デ
を
嚇
す
。

〔
自
ら
未
究
党
を
知
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
困
１
１
）

（
一
乗
に
入
る
を
結
す
る
中
の
第

一
に
、
二
乗
は
自
ら
自
分
が
未
究
党
で
あ
る
と
知
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
）

彼
と
は
、
彼
の
二
乗

（馨

醜
じ剰

・
縁
覺
乗
）
の
人
々
で
あ
り
ま
す
。
　

先
と
は
五
方
便
Ｔ
）と
三
果

，
）と
四
向
７
）と
を
得
る
こ
と

を
謂
ひ
ま
す
。
　

法
に
愚
な
ら
ず
と
は
、
「
常

齢
ぅ

の
理
」
を
信
じ
て
迷
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。　
　
他
に
由
ら
ず
と
は
、
他
の
教

へ

（常
住
の
教
へ
以
外
の
教
Ｃ

に
は
心
を
寄
せ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（１
）
五
方
便
　
小
乗
の
聖
者
が
聖
位
に
入
る
五
つ
の
豫
備
的
段
階
。
念
虎

（智
を
以
て
境
地
を
観
察
す
る
）
と
四
善
根
の
五
つ
。

（２
）
三
果

。
四
向
　
一
般
的
に
は
四
向

。
四
果
と
言
ひ
、
小
乗
の
教
へ
で
読
く
修
業
目
標
と
修
業
の
結
果
到
達
し
た
境
地
を
言

ふ
。

０
預
流
向

（三
界
の
見
惑
を
断
ず
る
こ
と
を
目
標
）
は
預
流
果
へ
。

②
↓
鷲
離
（欲
界
の
六
つ
の
惑
を
断
ず
る
）
は
一ち恕
欺
へ。

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
五
五



一
五
六

０
不
還
向

（欲
界
の
残
り
の
三
つ
の
惑
を
断
ず
る
）
は
不
還
果

へ
。

０
阿
羅
漢
向

（阿
羅
漢
に
至
る
ま
で
の
一
切
の
惑
を
断
ず
る
）
は
阿
羅
漠
果

へ
。
三
果
は
通
常
は
第
三
の
不
還
果
を
指
す
が

こ
こ
で
は
三
果
は
預
流

・
一
末

・
不
還
の
三
つ
を
絶
稀
し
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。

（訓
讀
文
）

鶴
と
は
、
従
の
弐
対
の
だ
な
り
。　
爆
と
は
ヽ
計
は
く
ｒ
対
麓
と
載
霜
と
配
耐
と
を
待
る
な
り
。　
ィ
レ膠

，ラ於
湖
一と

は
、
常

齢
ぅ

の
理
に
迷
は
ざ
る
な
り
。
　

不
／
由
”
於
他
一と
は
、
他
の
教

へ
に
待
た
ざ
る
な
り
。

（１
）
阿
舞
多
躍
三
菫
三
菩
提
　
無
上
正
遍
知

（薔
課
）
、
無
上
正
等
正
覺

（新
課
）
な
ど
と
漢
課
す
る
。
阿
縛
多
羅

貧
●
●
絆一”
”じ

は
、
無
上
の
。
三
菫

（●●
日
通
じ

は
、
正
し
い
、
完
全
な
。
三
菩
提

含
ｏ
Ｌ
ζ
聾デ
じ

は
、
さ
と
り
。　
の
意
。　
三
つ
を
つ
づ

け
て
員
正
に
李
等
に

一
切
の
員
理
を
覺
知
す
る
無
上
の
智
慧
を
い
ふ
。

経
典

（拍
恥
妹
究
党
を
知
る
）

世
奪
。
彼
先
ノ
所
得
′
地
；
不
ン

愚
ン
ラ
於
法
一。
不
”
由
”
於
他
一

亦
自
ラ
知
レ
得
”
有
餘
′
地
・フ。

必
ズ

僧
″
得
メ
阿
褥
多
羅
三
貌

三
菩
提
・フ。

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

世
奪
。
彼
先
の
所
得
の
地
に
し
て

　

「
世
奪
よ
。
彼
ら
は
、
修
行
に
よ

つ
て
得
た
境
地
に
お
い

法
に
愚
な
ら
ず
。
他
に
由
ら
ず
し
　
　
て
、
法

（常
住
不
憂
の
員
理
）
に
つ
い
て
愚
か
で
は
あ
り
ま

て
亦
自
ら
有
餘
の
地
を
得
て
、
産
　
　
せ
ん
。
（彼
ら
は
）
他
の
教

へ
の
力
を
借
り
ず
に
、
ま
た

ず
営
に
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
　
　
自
ら
有
餘
の
地
（解
脱
が
ま
だ
究
極
に
は
至
つ
て
ゐ
な
い
境
地
）

得
す
べ
し
と
知
る
。
　
　
　
　
　
　
　
に
到
達
し
得
て
、
路
末
必
ず
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
Ｔ
）

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
に
違
ひ
な
い
と
知
り
ま
す
。
」



〔自
ら
知
る
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
甲
上
困
１
２
）

（
一
乗
に
入
る
を
結
す
る
中
の
）
第
二
に
、
（自
ら
知
る
）
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
　

何
を
以
て
の
故
に
、
自
ら
知
る
の
で
あ
り

ま
せ
う
か
。
　

そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
と
、
寅

（究
極
の
教
Ｃ

に
つ
い
て
論
じ
ま
す
と
、
究
極
の
理
と
し
て
は
三
乗
の

区
別
が
な
い
故
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

射
ｒ
に
織
デ
。　
性
を
嘘
て
齢
げ
鯖
る
や
。　
議
び
て
ｒ
は
く
ヽ
露
に
繭
き
て
議
を
が
さ
ば
、
Ｔ
と
し
て
五
鯖
き
が
耀

な
り
。

経
典

（自
ら
知
る
を
澤
す
）

何
，
以
テ
′
故
５

馨
聞

・
縁
覺

乗

皆^
入
ンパ
す
大
乗
一。
大
乗
卜
＾

者
印
チ
是
レ佛
乗
ナ
，
０

経
典
酬
讀
文

帷
を
囃
て
の
配
に
。
難
敵

・ん
繊
蒙

難
ぽ
齢
対
対
ぽ
だ
れ
ば
な
り
。
パ

乗
と
は
印
ち
是
れ
佛
乗
な
り
。

経
典
現
代
語
課

「
何
故

（二
乗
は
自
ら
知
る
こ
と
が

で
き
る
の
）
で
せ
う

か
。
馨
聞
乗

・
縁
覺
乗
は
皆
、
大
乗

（八
地
以
上
の
菩
薩
の

教
Ｃ

に
収
め
入
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
　
大
乗
と

は
印
ち
、
佛
乗

（佛
の
説
く
教
Ｃ

で
あ
り
ま
す
。
」

〔
正
し
く
入

一
乗
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
乗
に
入
る
を
結
す
る
中
の
第
三
に
、
）
是
の
故
に
、

（
一
―
ロ
ー
困
１
３
）

三
乗
は
印
ち
是
れ

、
熱
が
り
と
は
ヽ
正
し
く

一
乗
に
入
れ
る
こ
と
の
結
び

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
五
七



の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

是
′故
‥

〓
一乗

印^
チ
是
レ
一　
乗
ナ
リ
と
は
ヽ

経
典
⌒鉦
しく
入
一乗を結）

組
典
訓
讀
文

是
ノ
故
ら
三
乗

印^
チ
是
レ
一
乗

唐
の
置
に
、
式
斜
ぽ
蝋
ザ
き
れ
魂

乗
な
り
。

Ｆ
」
の
故
に
、
三
乗
は
印
ち

一
乗
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
一
乗
所
得
の
果
の
義
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
困
１
４
）

（
一
乗
に
入
る
を
結
す
る
中
の
）
第
四
に
、
２

乗
の
教

へ
に
よ
つ
て
得
た
）
「
果
」
の
意
味
を
説
明
し
ま
す
。　
一
乗
と
い
ふ

「
因
」

は

一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
述
べ
了

へ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、　
一
乗
に
よ
つ
て
得
た

「
果
」
の
相

（現
は
れ
た
徳
）
を
説
明
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
す
な
は
ち
、
こ
れ
を
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
二
つ
あ
り
ま
す
。

（訓
語
文
）

射
け
に
黙
の
デ
を
嗽
す
。　
鴎
は
ぃヽ
な
る
こ
と
簾
に
議
ん
ぬ
。
霊
し
く
離
徹
の
黙
の
構
を
嗽
す
べ
し
。
配
に
幌
ザ
れ
を

明
す
な
り
。
　

中
に
就
き
て
二
有
り
。

正
し
く
入

一
を
結
す
。経

典
現
代
語
課

一
五
八



〔所
得
の
書
提
の
果
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
ロ
ー
困
１
４
１
０
）

（
一
乗
所
得
の
果
の
義
を
明
す
中
の
）
第

一
に
、
直
ち
に
、　
一
乗
に
よ
つ
て
得
た

「
菩
提
の
果
」
（悟
り
の
智
慧
）
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

籍
式
に
麟
ち
に
臓
律
の
響
難
の
霜
を
嗽
す
。

経
典

（噺
係
の
菩
提
の
果
を
）
　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

得
三

乗

・フ者
ハ得
ン
ナ
ツ
阿
褥
多
　
　
一
乗
を
得
る
者
は
阿
将
多
羅
三
貌
　
　
「
一
乗
を
得
る
者
は
、
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
を
得

る
の

羅
三
貌
三
菩
提
・ヮ。　
　
　
　
　
　
三
菩
提
を
得
る
な
り
。
　
　
　
　
　
　
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
三
徳
を
睾
げ
て
相
印
の
義
を
明
す
〕
（現
代
語
課
）

（
一
―
口
⊥
困
１
４
１
②
）

（
一
乗
所
得
の
果
の
義
を
明
す
中
の
）
第
二
に
、
菩
提
と
涅
槃
と
法
身
と
の
三
徳
を
拳
げ
て
、
三
つ
の
徳
が
相
印

（融
け
あ
つ
て
一

證
と
な
る
）
す
る
意
味
を
説
明
し
ま
す
。
此
の
三
徳
の
相
印
を
説
明
す
る
わ
け
は
、

衆
生
は
菩
提

（悟
り
の
賀
憲
）
を
得
る
と
聞
く
と
、

す
な
は
ち

一
乗
は
た
だ
菩
提
の
徳
だ
け
を
得
て
、
他
の
徳

（涅
槃
と
法
身
）
は
得
る
の
で
は
な
い
、
と
思
ふ
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
故

に
、
此
の
三
徳
が
相
印
す
る
こ
と
を
用
ひ
て
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

究
尭
の
法
身
を
得
る
と
は
則
ち
究
寛
の

一
乗
な
り
と
は
、
究
寛
の
因

（
一
乗
）
に
よ
つ
て
、

は
じ

め
て

（究
党
の
法
身
を
）
得
る

こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

法
身
は
法

（常
住
不
憂
の
員
理
）
で
あ
り
ま
す
。
如
末
は
行

都

（法
の
賓
践
者
）
で
あ
り
ま
す
。
法
身
と

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
五
九



一
六
〇

如
末
と
は
、
そ
の
意
味
は
別
々
で
あ
る
や
う
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
故
更
に
、
法
身
と
如
来
と
の
相
を
撃
げ
て
、
雨
者
は

一
證
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

果

（法
身
）
を
再
び
拳
げ
る
に
随
つ
て
、
因

（
一
乗
）
も
ま
た
再
び
説
明
し
ま
す
。
法
身
は
あ
ら
ゆ
る
徳
の

正

證
で
あ
り
、　
一
乗
を
法
身
を
得
る
正
営
な
る
種
子
と
し
ま
す
。
そ
れ
故
に
専
ら
、
法
身

（
一
乗
の
果
）
を
學
げ
て
、
以
て

一
乗
が

因
の
究
寛
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
語
文
）

孵
ｒ
に
ぎ
慰
と
Ｐ
戦
と
澪
射
と
の
葺
薇
を
響
げ
て
構
眼
の
デ
を
嚇
す
。
雌
の
構
岐
を
嚇
す
貯
嘘
は
ヽ
物
は
ぎ
獄
を
行
と

ぽ
き
て
ヽ
ほ
ず
ぃヽ
私
ぽ
甦
ぎ
獄
を
行
て
辞
徴
を
待
ず
と
識
へり
。
配
に
雌
の
構
眠
を
究
ひ
る
な
り
。

智
ント^
祭
場
ノ潔
就
・ワ者
岨
ガ祭
競
′↓
じ瘍
す
と
は
ヽ
祭
議
の
町
に
ぽ
り
て
耐
も
行
る
こ
と
を
嚇
す
な
り
。　
渥
就
は
さ
れ

湖
な
り
。
妊
対
は
き
れ
征
乱
が
り
。
難
の
デ
肛
な
る
に
優
た
り
。
Ｐ
魔
に
甦
に
構
を
野
げ
て
麟
を
嚇
す
な
り
。　
だ
〓離

び
雪
ぐ
る
に
阻
♂
て
鴎
も
蒸
離
び
嚇
す
な
り
。
灘
射
は
唐
れ
離
察
の
駄
麒
、、、
べ
斜
′
灘
就
のし弱
鴎
と
ぼ
す
な
り
。
庁
貯

に
耐
に
配
射
を
雪
げ
て
、
暖
て
鴎
の
祭
鶏
を
嚇
す
な
り
。

経
典

⌒腫
鑢
裁
辞
孵
質
相
）　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

阿
将
多
羅
三
貌
三
菩
提
ト
ハ者
　
　
阿
繹
多
羅
三
貌
三
菩
提
と
は
印
ち

　

「
阿
将
多
羅
三
貌
三
菩
提
と
は
、
印
ち
湿
槃
界

（迷
ひ
を
滅

印
チ
是
レ
涅
槃
界
ナ
ツ０
涅
槃
　
　
是
れ
涅
槃
界
な
り
。
涅
槃
界
と
は
　
　
し
た
さ
と
り
の
境
地
）
で
あ
り
ま
す
。
涅
槃
界
と
は
、
印
ち

界
ト
ハ
者

印
チ
是
レ
如
末
ノ
法
　
　
印
ち
是
れ
如
末
の
法
身
な
り
。
究
　
　
如
末
の
法
身
で
あ
り
ま
す
。
究
党
の
法
身
を
得
る
と
は
、



身
ナ
リ
０
得
ン
ト
＾
究
寛
ノ
法
身
・ヮ

者
則
チ
究
党
ノ
一
乗
ナ
リ
０
無
ン

異
′
如
末
・。
無
ン
異
′
法
身
・。
如

末

印^
チ
是
レ
法
身
ナ
リ
０
得
卦
＾

究
寛
ノ
法
身
↓者
則
チ
究
党
′
一

乗
ナ
リ
０
究
寛
ト
ハ者
部
チ
是
レ無

邊
不
断
ナ
ι

〔
一
腱
三
費
を
明
す
〕
（現
代
語
課
）

公
じ

一
乗
章
の
中
を

（「
正
し
く
皆

一
乗
に
入
る
を
明
す
」
と

「
一
麟
琉
町
を
明
す
」
と
の
二
つ
に
分
け
た
）
第
二
に
、
世
尊
。
如
来

は
限
際
の
時
有
る
こ
と
無
く
住
す
か
ら
以
下
は
、　
一
饉
三
賓

（佛

・
法

・
曾
）
を
拳
げ
て
、
そ
れ
を
以
て

（
一
乗
と
い
ふ
）
因
は

一
つ

で
あ
る
こ
と
を
成
り
立
た
せ
ま
す
。
　

そ
の
意
味
は
、
所
感
の
果

（
一
乗
の
教
へ
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
結
果
の
三
費
）
が
既
に

一
證
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
そ
の
因
も

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
立
證
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
ま
づ
最

初
に
分
け
て
二
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
初
め
か
ら
是
れ
有
限
の
依
な
り
に
詑
る
ま
で
は
、
ま
さ
に
今
日
誠
く
と
こ
ろ
の

一
證
三
賓
が
最
も
究
極
の
も
の
で
あ
る

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
六
一

党
の
法
身
を
得
る
と
は
則
ち
究
党
　
　
す
な
は
ち
究
党
の
教

へ
で
あ
る

一
乗

（
に
因
る
の
）
で
あ

の

一
乗
な
り
。
異
の
如
末
無
く
、
　

　

り
ま
す
。
こ
れ
に
異
な
る
如
末
は
無
く
、
こ
れ
に
異
な
る

異
の
法
身
無
し
。
如
末
は
印
ち
是
　
　
法
身
も
あ
り
ま
せ
ん
。
如
末
は
印
ち
法
身
で
あ
り
ま
す
。

れ
法
身
な
り
。
究
党
の
法
身
を
得
　
　
究
党
の
法
身
を
得
る
と
は
、
す
な
は
ち
究
党
の
教

へ
で
あ

と
は
則
ち
究
寛
の

ち
対
が
り
。
究
　
　
る

一
乗

（
に
因
る
の
）
で
あ
り
ま
す
。
究
党
と
は
、
印
ち

党
と
は
印
ち
是
れ
無
邊
不
断
な
り
。
　

無
邊
不
断

（限
り
な
く
廣
く
、
絶
え
開
な
く
績
く
）

で
あ

り

ま
す
。
」



一
二ハ
二

こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
先
づ
別
證
三
賓
は
究
寛
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
若
し
衆
生
有
り
て
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
今
日
説
く
と
こ
ろ
の
言
饉
三
費
が
最
も
究
極
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し

ま
す
。

（訓
語
文
）

耀
輔
。
婿
獄

鮮^
″粋
ン「画
鷹
ノ囃
・齢
ゎ行
り
喋
Ｗ
ヽ
載
″
輯
の
孵
ｒ
に
↓
獣
の
〓
節
を
雪
げ
て
暁
て
鴎
コちを
雌
デ
。
計

ふ
こ
こ
ろ
は
屍
配
の
ゃ
臨
に
さ
れ
礼
獣
な
り
。
貼
ザ
鴎
一、、ちな
る
こ
と
識
ャ
肇
し
。
　
嘴
に
詳
き
て
初
め
に
醜
き
て
ｒ
と

が
す
。

舞
一、、ち
に
研
め
行
り
慧
レィ
剛
′鮮
す
に
認
る
ま
で
、
耀
に
鏡
鴎
の
↓
獣
の
赤
ぼ
を
嘘
さ
ん
と
鍵
す
。
配
に
分
づ
肛
獣
は

さ
れ
祭
鶏
に
対
ざ
る
を
嚇
す
。

籍
ゴ
に
か
シゲ
つテ熟
曇
↓
征
り
喋
Ｗ
ヽ
理
し
く
鏡
鴎
の
↓
麟
の
憲
置
を
嚇
す
。

〔別
腱
は
究
尭
に
非
ぎ
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
）

（
一
證
三
賓
を
明
す
中
の
）
第
一
に
、
先
づ
別
證
三
責

（は
究
寛
で
な
い
こ
と
）
を
説
明
す
る
中
に
つ
い
て
、
ま
た
分
け
て
二
つ

に
し
ま
す
。

第
一
に
、
初
め
か
ら
無
整
の
婦
依
と
作
る
に
詑
る
ま
で
は
、
先
づ
別
證
三
賓
の
中
の
第
一
の
佛
賓
を
讚
歎
し
ま
す
。
何
故
な
ら



ば
、
則
ち
ま
た
別
證
三
費
は
、　
一
證
三
賓
が
至
極
で
あ
る
こ
と
に
は
及
び
ま
せ
ん
が
、
但
し
別
證
三
費
の
中
の
第

一
の
佛
費
は
、

印
ち

（
一
證
三
賓
の
中
の
佛
賓
と
）
同

一
種
で
あ
り
ま
す
。
道
理
と
し
て

（
一
證
の
佛
費
よ
り
も
）
劣
る
と
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
先
づ
最
初
に
、
別
饉
の
中
の
第

一
の
佛
賓
は
、
掃
依
の
根
本
で
あ
る
と
讚
歎
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
に
、
常

住

の
婦
依
と
は
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
別
證
の
中
の
法
と
借
と
の
二
費
は
究
党
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

昔
日

（
一
乗
の
教
へ
以
前
）
に
読
か
れ
た
別
證
三
費
は
方
便
の
教

へ
で
あ
り
ま
し
た
。
今
日
説
く
と
こ
ろ
の
別
饉
三
費
は
、
正
し

く
寅
説

（究
極
の
教
Ｃ

で
あ
り
ま
す
。
教

へ
に
は
賞

（究
極
）
と
不
賓

（方
便
）
と
が
あ
る
と
は
い
ふ
も
の
の
、
み
な
今
日
説
く

と
こ
ろ
の

一
證
三
賓
が
最
も
究
極
で
あ
る
こ
と
に
及
ぶ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
（別
證
の
中
の
法
と
借
と
の
二
費
）

は
究
寛
で
は
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第

一
の
先
づ
別
腱
を
明
す
中
に
就
き
て
亦
開
き
て
二
と
篤
す
。

孵
式
に
初
め
征
り
伊
ン鮮
就
′貯
鮮
・卜に
認
る
ま
で
、
ガ
づ
肛
麟
の
囃
の
ぃちの
鷹
節
を
難
ず
。
は
と
な
れ
ば
叫
ザ
律
肛

獣
は
礼
麟
の
ゴ
餃
に
は
好
か
ず
と
慇
ぼ
ヽ
麟
し
ｔ
の
信
爾
は
叫
ザ
さ
れ
一、、っ織
な
り
。
翌
と
し
て
Ｗ
な
る
予
き
こ
と

鰹
し
。　
デ
肝
に
ガ
づ
肛
麟
の
嘴
の
式
の
鷹
割
は
き
れ
庁
僣
の
社
な
り
と
難
ず
る
な
り
。

新
ｒ
に
囃
ぅ齢
ゎ貯
督
Ａ
者
管
り
非
Ｗ
、
聡
し
く
肛
獣
の
灘
・僣
の
ｒ
難
は
餐
鶏
に
対
ざ
る
を
嚇
す
。
哉
醜
の
肛
献
は

簾
に
き
れ
が
ほ
な
り
。
鋭
囃
の
厚
献
は
藤
し
く
ぜ
れ
難
詰
な
り
。
難
稽
鮮
な
り
と
慇
ゞ
、
齢
鏡
既
の
一、、っ猷
の
憲
畷

正
読
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
六
三



な
る
に
は
如
か
ず
。
故
に
究
寛
に
非
ず
と
云
ふ
な
り
。

〔
別
腱
の
佛
費
を
歎
ず
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
１
日
）

（別
證
は
究
党
に
非
ざ
る
を
明
す
中
の
）
第

一
に
、
先
づ

（別
證
の
佛
費
を
）

一
に
、
常
住
不
興
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

二
に
、
大
慈
悲
心
を
説
明
し
ま
す
。

三
に
、
大
慈
悲
心
を
説
く
こ
と
を
勤
め
ま
す
。

四
に
、
常
住
不
憂
で
あ
る
と
読
く
こ
と
を
勘
め
ま
す
。

五
に
、
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

み
な
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

第

一
に
先
づ
歎
ず
る
中
に
就
き
て
印
ち
五
有
り
。

一
に
是
れ
常

住

な
る
こ
と
を
明
す
。

に
　
　
　
だ

い
０
　
　
　
あ
か

二
に
大
悲
を
明
す
。

三
に
大
悲
を
読
く
こ
と
を
勘
む
。

一
六
四

讚
歎
す
る
中
に
つ
い
て
、
印
ち
五
つ
あ
り
ま
す
。



し
　
　
　
じ
よ
う
し
ゅ
う
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
す

四
に
常

住

を
説
く
こ
と
を
勘
む
。

五
に
結
す
。

皆
見
つ
可
し
。

経
典
（別
饉
の
佛
賓
を
歎
ず
）

世
奪
。
如
末
＾
無
の
有
ン
「
限

齊
′
時
・
住
ス。
如
末

・
應

・

等
正
覺

後^
際
卜
等
ン
タ
住
ス。

如
末

無^
譲
限
齊
・。
大
悲
〓
亦

無
″
限
齊
・安
三
慰
ス世
間
・フ。

無
限
ノ
大
悲
フ
以
無
″
限
り
安
〓

慰
ス世
間
一，。
作
ユ
是
ノ
説
・フ
者

是
フ名
ツ
タ善
夕
説
ン
ト
如
末
・フ。

組
典
訓
讀
文

世
写
。
如
末
は
限
齊
の
時
有
る
こ

と
無
く
住
す
。
如
末

・
應

・
等
正

覺
は
後
際
と
等
し
く
住
す
。

妊
葱
は
画
鷲
鰹
け
れ
ば
、
ガ
ど
も

え
剛
鷲
鮮
く
耀
剛
を
費
辟
す
。

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
如
末
は
時

（過
去

。
現
在

・
未
末
）
の
限
界

な

く
、
い
つ
で
も
存
在
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
如
末

。
應
供

（供
養
を
う
け
る
に
ふ
さ
は
し
い
佛
）
。
等
正

覺

（李
等
で
正
し

い
覺
り
を
得
た
佛
）
は
、
未
末
が
限
り
が
な
い
と
同
様
に
い

つ
で
も
存
在
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
」

「
如
末
の
存
在
に
は
時
の
限
界
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
そ

の
大
慈
悲
心
も
ま
た
限
り
な
く
、
世
間
の
衆
生
を
安
ん
じ

慰
め
ま
す
。
」

只
如
末
は
）
無
限
の
大
慈
悲
心
を
も
つ
て
限
り
な
く
世
間

の
衆
生
を
安
ん
じ
慰
め
ま
す
。
こ
の
や
う
に
読
く
者
を
善

く
如
末
を
読
く
と
名
づ
け
ま
す
。
」

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
六
五

げ
鯖
回
の
対
押
を
も
つ
て
隧
り
鰹
く

ぽ
酬
を
電
積
す
。
唐
の
議
を
僣
す

殺
通
を
計
く
妊
鷲
を
計
く
と
響
づ



一　二ハ
一ハ

′
ヽ

。

も
　
　
　
ま
た
と
　
　
　
　
　
し
　
じ
ん
　
　
に
う

若
ッ復
読
，
一一塁
無
蓋
ノ法
ナ
，
。　
　
若
し
復
読
き
て
無
蓋
の
法
な
り
、
　
　
「
若
し
ま
た
読
く
に
あ
た
つ
て
、
（如
末
は
）
無
蓋
の
法
で

常
住
法
ナ
リ
。
一
切
世
閲
ノ
之
　
　
常

住

の
法
な
り
、　
一
切
世
間
の
　
　
あ
る
、
常
住
の
法
で
あ
る
、　
一
切
世
間
の
衆
生
の
帰
依
す

所
掃
依
・ナツ
ト者
モ。
亦
名
フ
善́
″
　

所
掃
依
な
り
と
言
ふ
者
も
、
亦
善
　
　
る
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
言
ふ
者
も
、
ま
た
善
く
如
末
を
読

説
ント如
末
・フ。　
　
　
　
　
　
　
　
く
如
末
を
読
く
と
名
づ
く
。
　
　
　
　
く
と
名
づ
け
ま
す
。
」

是
ノ故
る

於
”
未
度
ノ世
閲
卜
・　
　
是
の
故
に
、
未
度
の
世
間
と
、
無
　
　
「
こ
の
故
に

（如
末
は
）、
未
だ
済
度
さ
れ
て
ゐ
な
い
世
閲

無
依
′
世
間
だ
。
興
二
後
際
・　
　
依
の
世
間
と
に
於
て
、
後
際
と
等
　
　
（三
界
）
の
衆
生
や
、
依
り
ど
こ
ろ
の
無
い
世
間

含
一界
）
の

等
ック作
ン無
蓋
ノ帰
依
・卜。　
　
　
　
し
く
無
壼
の
帰
依
と
作
る
。
　
　
　
　
衆
生
に
と
つ
て
、
未
末
に
限
り
が
な
い
と
同
様
に
、
永
久

に
墨
き
る
こ
と
の
な
い
蹄
依
の
封
象
と
な
る
の
で
あ
り
ま

す
。
」

〔
御
語
澤
〕
（現
代
語
評
）

後
際
と
は
、
次
の
意
味
を
謂
ひ
ま
す
。
―
―
（未
末
に
お
い
て
）
衆
生
は
』隷
とく

佛
に
成
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
而
も
衆
生
は
蓋

く
は
佛
と
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
則
ち

（衆
生
を

一
人
残
ら
ず
佛
た
ら
し
め
る
）
如
末
が
常
住
不
愛
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）



ゲ
隠
と
は
計
は
く
ヽ
私
曇
ぅ証
ごぐ
ほ
と
伊
る
べ
き
に
、
耐
も
粘
曇
ぼ
こ護
とく
は
鷹
と
伊
る
こ
と
鰹
け
れ
ば
、
販
ザ
妊
葱

の
常

住

な
る
こ
と
明
ら
か
な
り
。

〔別
腱
の
法

・
倫
は
究
尭
に
非
ぎ
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
１
□
）

（別
證
は
究
党
に
非
ざ
る
を
明
す
中
の
）
第
二
に
、
正
し
く

（別
證
の
）
法
と
信
と
の
二
費
は
究
党
で
は
な

い
と
説
明
す
る
中
に

つ
い
て
四
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
先
づ

（佛
と
法
と
信
と
の
三
費
を
）
列
拳
し
ま
す
。

第
二
に
、
此
の
二
の
婦
依
は
か
ら
以
下
は
、
正
し
く

（別
證
の
法
と
借
と
の
）
二
費
に
帰
依
す
る
の
は
、
究
寛
で
は
な
い
と
説
明

し
ま
す
。

第
三
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
（別
證
の
法
と
信
と
の
）
二
費
に
帰
依
す
る
の
は
、
究
党
で
は
な

い
こ
と
の
理
由
を

澤
き
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
（別
饉
の
法
と
借
と
の
二
費
に
帰
依
す
る
の
は
、
）
究
寛
で
は
な
い
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し

ま
す
。

い
　
　
　
　
　
に
よ
ら
い
　
　
お
う
　
　
と
う
し
よ
う
が
く

「
本
義
」
で
は
大
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
１
２

證
三
賓
の
）
初
め
か
ら
謂
は
く
如
来

・
應

。
等
正
覺
な
り

（こ
の
科
段
の
経
典
の
最

初
の
文
）
に
詑
る
ま
で
は
、
今
日
説
く
と
こ
ろ
の

一
證
三
費
を
掃
依
の
根
本
と
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
、
―
―
と
。
　

し
か
し
今
は

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
六
七



一
六
八

そ
の
読
は
採
用
し
ま
せ
ん
。

（第

一
の
三
賓
の
列
學
に
つ
い
て
、
）
梯
橙
の
三
費

（別
睡
三
費
）
を
説
い
た
昔
日
に
は
、
説
か
れ

た
経
典
の
教

へ
に
つ
い
て
、
大

乗
と
か
小
乗
と
か
の
匠
別
を
し
な
い
で
、
皆

″
法
費
″
と
し
ま
し
た
。
経
典
の
教

へ
を
學
ぶ
人
々
に
つ
い
て
も
ま
た
大
乗
と
か
小
乗

と
か
の
区
別
を
し
な
い
で
皆

″
借
賓
″
と
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
、
勝
れ

て
ゐ

る
教

へ
（
一
乗
）
を
拳
げ
て
、
劣
つ
て
ゐ
る
教

へ
０
一乗
）
を
併
せ
牧
め
と
る
が
故
に
、
唯
勝
れ
て
ゐ
る

一
乗
だ
け
を
稽

へ
て
、
三
乗
の
人
々
を
教

へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（第
三
の
二
費
の
帰
依
は
究
党
で
は
な
い
理
由
を
繹
き
明
す
中
に
つ
い
て
、
）
し
か
し
昔
日
に
は
大
乗
は
読
き
ま
し
た
が
、
未
だ

一

乗
は
説
明
し
ま
せ
ん
で
し
た
。　
一
乗
の
教

へ
を
も
つ
て

″
法
賓
″
と
す
る
の
は
、
唯
今
読
く
此
の

『
勝
髪
組
』
の
み
で
あ
り
ま
す
。

一
乗
の
道
を
説
く
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
法
身
を
得
、
法
身
を
得
た
者
に
は
、
そ
の
上
更
に

一
乗
の
法
を
読
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
で
す
か
ら
、
″
法
費
″
の
究
極
は
た
だ

″
法
身
″
に
在
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、　
一
乗
は
究
党
の

″
法
賓
″
で
は
な

い
と
読
く
、

と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

（第
三
の
中
の
）
借
が
究
党
の

″
曾
費
″
で
は
な
い
理
由
を
澤
き
明
す
と

こ
ろ
は
、
経
典
を
御
覧
な
さ

い
。第

四
に
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
ま
た
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

孵
ゴ
に
撃
し
く
酎
・饉
の
ゴ
鷲
は
祭
歳
に
対
ず
と
嚇
す
軒
に
詳
き
て
酔
粋
り
。

孵
コちに
ガ
づ
強
す
。



孵
ゴ
に
雌
４
一′貯
ぽ
ハ征
り
魔
Ｗ
ヽ
環
し
く
ｒ
僣
は
餐
崩
に
対
ず
と
嚇
す
。

射
五
に
性
フ瞬

，
耀
二征
り
喋
Ｗ
、
ゴ
任
は
祭
歳
に
対
ざ
る
を
離
す
。

霧
酔
に
〓
ノ耀
二管
り
魔
Ｗ
、
祭
晟
に
規
ず
と
組
す
。

村
ぎ
に
だ
は
く
。
初
め
行
り
報
夕婿
林

・
麟
。
導
■
齢
贅
也
に
認
る
ま
で
、
鋭
畦
の
一、、っ獣
を
請
特
の
社
と
鮮
す
こ
と
を

嚇
す
と
。
　
耐
る
に
銀
は
犯
ひ
ず
。

蹴
機
の
式
酎
は
臨
ザ
帰
謝
の
続
ぅ灘
ぅ

に
お
い
て
だ
村
′
臆
た
ず
馘
湖
欝
と
が
す
。
奏
グ
製
す
る
の
だ
も
ぶ
対
、
ど
臆
た

齢
儲
第
と
評
す
。
融
る
に
牛
蹴
ど
雪
げ
て
数
を
斜
ぬ
る
が
配
に
囃
ぃ「
私
ど
継
げ
て
ヽ
五
飛
が
足
を
養
ふ
る
な
り
。

耐
る
に
調
鴎
は
対
赳
ど
譜
く
と
は
ず
ヽ
赳
だ
く
難
が
嚇
さ
ず
。
↓
難
ど
瞬
て
湖
欝
と
鮮
す
は
囃
鋼
の
ぼ
の
総
が
み
な
り
。

↓
赳
が
遂
を
計
く
は
現
ザ
灘
就
を
待
、
澪
就
の
二
に
は
甦
に
ぃｔ
赳
が
湖
を
計
く
義
鮮
し
。
ふ
れ
ば
販
ザ
湖
岬
の
ぼ
は
囃

灘
射
に
な
り
。
耀
に
ｒ
は
く
ぃ「
財
ぽ
発
売
の
湖
驚
に
対
ず
と
謝
く
な
り
。
　
餞
の
対
祭
晟
を
機
ナ
は
、
貯
つ
丁
し
。

新
酔
に
経
す
。
べ
貯
つ
す
し
。

組
典
勧
囃
わ
藻
る．猾
阻
望

常
住
ノ
掃
依
卜
者^
。
謂
夕
如
末

。
應

。
等
正
覺
ナ
リ
也
。
法
卜
＾

者
印
チ
是
レ読
ン
ナ
ニ

乗
′
道
・ヮ。

経
典
訓
讀
文

献
ぅ齢
ぅ

の
情
健
と
は
、
計
は
く
妊

恭
。
購
。
学
甦
鶴
が
り
。
湖
と
は

叫
ザ
き
れ
摯ち私
が
運
を
計
く
な
り
。

経
典
現
代
語
課

「
常
住
の

″
佛
賓
″
に
帰
依
す
る
と
は
、
如
末

・
應
供

・

等
正
覺
に
帰
依
す
る
こ
と
を
謂
ふ
の
で
あ

り
ま
す
。
″
法

賓
″
と
は
印
ち

一
乗
の
道
を
読
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

正
説
　
第
五
・
一
乗
章
　
　
　
一
六
九



僣
卜
者^
是
レ〓
一乗
′衆
ナリ
０

此
ノ
一
一′昴
依
＾
非
メ
究
寛
′
掃

依
一。
名
ブ
タ
少
分
′帰
依
・卜．

何
ヮ
以
，
ノ故
〓
読
ン
一
乗
′道

・フ

法
６

能
ク
得
ンパ
す
究
寛
ノ
法

身
・フ。　
於
”
上
二
更
二
無
レ
読
ン

一
乗
ノ
法
・フ
事
“

〓
一乗
′
衆
＾

者
有
ン
パ
す
恐
怖
・。
婦
二依
ソ如

末
一求
”
出
ント●
修
學
ソ向
黙阿

褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
一。

是
ノ
故
三
一ノ
依
＾
非
メ
究
寛
ノ

依
一。
是
レ有
限
′依
ナ
ツ
０

僣
と
は
慧
れ
五
赳
が
舞
な
り
。

雌
の
ゴ
の
が
行
は
祭
歳
の
購
付
に

非
ず
。
少
分
の
帰
依
と
名
づ
く
。

鍵
を
嘘
て
の
蹴
に
。
↓
難
が
遇
を

計
く
湖
は
ヽ
静
く
祭
歳
の
湖
就
を

得
れ
ば
な
り
。
上
に
於
て
更
に
一

赳
が
灘
を
計
く
蔓
鮮
し
。　
ｊ
一じ剰

の
私
は
Ｆ
壼
が
れ
ば
な
り
。
妊
恐

に
帰
依
し
て
出
で
ん
と
求
め
、
修

製
し
て
呼
毅
グ
貯
壺
恭
曇
議
獄
に

向
す
。

き
の
配
に
ｒ
の
任
は
祭
藩
の
任
に

非
ず
。
是
れ
有
限
の
依
な
り
。

一
七
〇

″
借
賓
″
と
は
佛
の
教

へ
を
學
ぶ
三
乗

（肇
聞
・
縁
覺

・
菩

薩
）
の
人
々
で
あ
り
ま
す
。
」

「
此
の

（別
證
の
法
賓

。
曾
賓
の
）
二
つ
に
封
す

る
録
依

は
、
究
党
の
掃
依
で
あ
り
ま
せ
ん
。
少
分

（
一
部
分
）
の
蹄

依
と
名
づ
け
ま
す
。
」

「
何
故

（究
党
で
は
な
い
の
）
で
せ
う
か
。　
一
乗
の
道
を

読
く
法

（法
費
）
は
、
よ
く
法
身
を
得

る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
法
身
を
得
た
上
に
於
て
、
更
に

一
乗
の
法
を
読
く
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　

三
乗

の
人
々

（曾
費
）
は
恐
怖
が

あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
如
末
に
帰
依
し
て

（恐
怖
か

ら
）
腕
け
出
さ
う
と
求
め
、

（佛
道
を
）
學
び
修
め
て
阿

将
多
羅
三
貌
三
菩
提

へ
向
ひ
進
む
の
で
あ
り
ま
す
。
」

「
こ
の
故
に
、
（
別
饉
の
法
費

・
借
費
の
）
二
つ
に
封
す
る

帰
依
は
、
究
党
の
帰
依
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
限
界



の
あ
る
帰
依
で
あ
り
ま
す
。
」

〔今
日
の

一
腱
の
最
極
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
）

（
一
證
三
費
を
明
す
中
の
）
第
二
に
、
若
し
衆
生
有
り
て
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
今
日
読
く

一
饉
三
費
は
、
（婦
依
の
）
至
極
で
あ

る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
そ
の
中
に
つ
い
て
五
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
今
日
説
く

一
饉
の
法
費

・
僣
費
に
帰
依
す
る
の
は
、
そ
れ
は
印
ち
如
来
に
帰
依
す
る
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
説
明

し
ま
す
。

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
何
故
に

一
證
の
法
賓
と
借
賓
と
は
、
掃
依
す
れ
ば
そ
れ
は
印
ち
如
末
に
帰
依
す
る
こ

と
に
な
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
ま
た
何
故
に

（佛

。
法

・
借
の
三
賓
が
）

一
證
で
あ
る
の
か
、
と
い
ふ
こ
と
の
理
由

を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
佛

（
の
読
法
）
を
引
い
て
立
證
し
ま
す
。

第
五
に
、
若
し
如
来
か
ら
以
下
は
、
音
日
に
は

一
乗
の
教

へ
を
読
か
な
か
つ
た
意
味
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

若
シ有
リ
テ
衆
生
・従
り
以
下
、
第
二
に
正
し
く
今
日
の

一
證
の
至
極
を
明
す
。
　

中
に
就
き
て
五
有
り
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
七
一



一
七
二

式
に
鋭
聡
の
一、、っ献
の
湖
。儲
に
缶
す
る
は
、
叫
ザ
き
れ
妊
想
に
躍
仔
す
る
な
り
と
嚇
す
。

ゴ
に
耐
フ馳
，
盤
二行
り
喋
Ｗ
ヽ
耐
配
に
湖
・儲
に
伴
す
れ
ば
醐
ザ
妍
恐
に
康
″
す
る
や
と
い
ふ
を
維
デ
。

剣
式
に
耐
フ馳
；
耀
二管
り
礁
ヽ
水
性
を
廃
て
か
き
れ
礼
獣
な
る
や
を
機
ナ
。

麻
酔
に
薩
を
デ
き
て
識
が
鮮
す
。

新
ｒ
に
か
シ婿
獄
征
り
喋
Ｗ
ヽ
撲
醜
べ
赳
が
計
か
ざ
る
の
計
を
嚇
す
。

〔
一
腱
の
法

。
倫
に
蹄
依
す
る
は
如
来
に
婦
依
す
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
１
日
）

（今
日
の

一
饉
の
最
極
を
明
す
中
の
第

一
に
、　
一
證
の
法
賓

。
信
費
に
帰
依
す
る
の
は
、

そ
れ

は
印
ち
如
末
に
掃
依
す
る
こ
と
を

説
明
し
ま
す
。
）

是
の
二
の
婦
依
は
と
は
、　
一
證
三
賓
の
中
の
法
と
信
と
の
二
費
に
封
す
る
帰
依
を
指

し
て
、
「
是
」
と
謂
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

此
の
二
の
蹄
依
に
非
ず
し
て

（非
メ
ッチ
此
ノ
一
一ノ婦
依
じ

と
は
、
別
證
の
二
費
に
封
す

る
帰
依
は
、
２

證
の
二
費
に
封
す
る
帰
依
と

優
劣
を
）
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
　

是
れ
如
来
に
婦
依
す
る
な
り
と
は
、
今
日
説
く

一
證
の
法
賓
と
借
費
と
は
、
こ
れ
は

印
ち
如
末
で
あ
る
が
故
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
他
の
解
澤
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
如
末
に
身
心
を
調

へ
ら
れ
る
こ
と
に
因
つ
て
、
嚢
心
し
て
法
賓
と
借
賓
と
に

婦
依
す
る
の
は
、
別
證
の
法
費
と
借
費
と
に
帰
依
す
る
の
を
謂
ふ
の
で
あ

る
。
　

是
の
二
の
婦
依
は
非
に
し
て

（是
ノ
一
一ノ
録
依
＾



非
ラ
じ

と
は
、
別
澄
の
法
と
借
と
の
二
賓
に
封
す
る
掃
依
を
非
と
す
る
こ
と
を
謂
ふ
の
で
あ
る
。
上
述
に
お
い
て
別
證
の
法
賓
と

曾
賓
と
は
究
寛
で
は
な
い
と
否
定
し
た
。
し
か
も
此
で
更
に

（別
證
の
二
婦
依
を
）
摯
げ
る
の
は
、
（別
證
の
二
掃
依
を
）
非
と
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
２

證
の
二
掃
依
を
）
是
と
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
い
と
考

へ
た
か
ら
で
あ
る
。
此
の
二
の
婦
依

（此
ノ
一
一′
縮
依
）

と
は
、
今
日
説
く

一
證
の
二
帰
依
を
謂
ふ
の
で
あ
る
。
　

是
れ
如
来
に
婦
依
す
る
な
り
と
は
、
ま
た

一
證

（
の
帰
依
）
を
説
明
す
る

た
め
で
あ
る
、
―
―
と
。

此

（経
典
の
若
し
衆
生
有
り
て
）
か
ら
以
下
は
、　
一
證
の
法
費
と
借
賓
と
に
つ
い
て
説
明
し
て
ゐ
る
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
理
由
は
、

だ

い
い
ち
ぎ

　

　

き
　
た

上
述
に
お
い
て
已
に
別
證

（
の
二
掃
依
が
究
党
で
は
な
い
こ
と
）
の
結
び
の
説
明
を
し
た
が
故
で
あ
り
ま
す
。
　

第

一
義
に
帰
依
す

る
は
、
是
れ
如
来
に
婦
依
す
る
な
り
と
は
、
そ
の
第

一
義
と
は
、
（如
末
の
）
三
徳

（菩
提

・
涅
槃

・
法
身
）
と
、

（そ
の
三
徳
に
そ
れ

ぞ
れ
備
つ
て
ゐ
る
）
四
義

（常

・
榮

。
我

・
浄
）
と
を
謂
ひ
ま
す
。

「
本
義
」
で
は
次
の
や
う
に
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
―
―
此
の
二
句

（踊
二依
スル
ハ第

一
義
一者
。
是
レ腑

二依
スルす
如
来
し

は
、
偏
に

一
證
の
中

の
佛
賓
だ
け
が
最
勝
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
る
、
―
―
と
。
そ
れ
な
ら
ば
、
別
農
の
中
の
佛
費
も
ま
た

（
一
膿
の
佛
賓
と
同

一

種
で
あ
り
ま
す
か
ら
）、
同
じ
く
最
勝
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、　
一
誰
の
佛
賓
の
み
が
何
故
に
特
別
に
最
勝

で
あ

り
ま
せ
う
か
、

さ
う
は
言

へ
ま
せ
ん
。

此
の
二
の
婦
依
と
第

一
義
と
に
す
る
は
是
れ
究
尭
し
て
如
来
に
婦
依
す
る
な
り
と
は
、　
一
澄
の
法
賓

。
信
賓
及
び
三
徳

。
四
義
に

帰
依
す
る
の
は
、
こ
れ
は
印
ち
究
党
し
て
如
末
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
七
三



一
七
四

「
本
義
」
で
は
次
の
や
う
に
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
―
―
此
の
二
の
婦
依
か
ら
以
下
は
、　
一
瞳
の

（佛

。
法

。
借
に
封
す
る
）
三
帰
依

は
、
み
な
同
じ
く
究
寛
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
の
結
び
の
説
明
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

ぜ
４
一ノ貯
鮮
と^
は
ヽ
絆
は
く
コっ献
の
湖
・餞
の
ｒ
僣
を
が
と
が
す
。　
毒
メンテは
４
一′貯
鮮
一と
は
、
肛
献
の
ゴ
に
は

ぽ
を
鮮
す
菅
き
に
鵞
ざ
る
な
り
。　
〓
レ貯
二鮮
，
す
妊
獄
一と
は
、
鏡
囃
の
一、、っ献
の
滞
・餞
は
蠣
ザ
き
れ
妍
葱
な
る
が

な
り
。

理
解
し
て
計
は
く
。
証
ほ
ぼ
酔
り
て
難
戯
し
て
湖
。
儲
に
耐
鮮
す
る
は
、
計
は
く
肛
樹
の
湖
・
餞
に
僣
す
る
な
り
。

ぜ
４
一ノ鯖
Ｆ

ガ^
，
テと
は
ヽ
計
は
く
匪
献
の
ゴ
″
を
だ
と
が
す
。
二
に
麒
に
圧
献
の
湖

・
饉
は
祭
第
に
飛
ず
と
だ
せ
り
。

融
も
雌
に
甦
に
響
ぐ
る
は
夕
を
廃
て
ぜ
を
嗽
か
さ
ん
と
従
す
る
な
り
。
　
雌
４
一ノぽ
鮮
と
は
ヽ
計
は
く
鋭
購
の
礼
麟
の

ｒ
鮮
な
り
。
　
慰
レ貯
〓鮮
う
す
婿
獄
一と
は
、
パ
礼
獣
を
嚇
す
が
耀
な
り
と
。

」
征
り
磁
は
一、、っ置
の
灘

・
餞
を
嚇
す
と
鮒
る
が
嚇
は
、
二
に
醸
に
肛
献
を
維
す
る
が
蹴
な
り
。
　
貯
二世
分
ハ軒
式
ギ
一

者
。
唐
レぽ
二ば
スルす
婿
獄
一。
と
は
、
射
ぃヽ
デ
は
絆
は
く
ゴ
薇
・
叶
ぎ
な
り
。

村
ぎ
に
デ
ふ
。
け
の
ゴ
ゲ
は
駆
ぼ
ぃ「獣

の
鷹
剣
の
爺
蹴
が
る
を
嚇
す
と
。
　
患
れ
ば
販
ザ
肛
獣
も
パ
ｒ
な
り
。
耐
る
を

一、、
麟
の
み
何
ぞ
別
に
最
勝
と
せ
ん
。

雌
４
一ノ賊
鮮
卜籍
く
デ
會
カ
バぜ
レ簗
齢
；
ぽ
二Ｆ
，
す
虻
獄
一と
は
、
礼
麟
の
だ
。
饉
麟
び
五
薇

・
叶
ぎ
に
伴
す
る
は
、



臨
ザ
唐
れ
祭
戴
し
て
妊
鷲
に
が
僣
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
味
す
な
り
。

就
ぎ
に
だ
は
く
。
雌
４
一′げ
Ｆ
行
リ
ソ
プ

　ヽ
一、、っ麟
の
五
孵
任
は
耐
じ
く
ば
れ
祭
剤
な
り
と
朧
す
と
。

経
典
（

依依一
螂
拗
舞

明如．
測
に
肺
）

若
シ
有
つ
テ
衆
生
・。
如
末
二
調

伏
セ，
；
婦
〓
依
シ如
末
一。
得
″

法
′
津
澤
・フ
生
夕
信
柴
′
心
・フ。

帰
二
依
ス法
卜
・
借
■
。
是
ノ
一
一ノ

帰
依

非^
プ
シテ
此
ノ
一
一ノ掃
依
一。

是
レ帰

〓
依
ス
ルす
如
末
一。
掃
二

依
ス
ル
ハ第

一
義
一者
。
是
レ節

ニ

依
ス
ルす
如
末
一。
此
ノ
一
一ノ
帰

依
卜
第

一
義
ト
ニ分
６

是
レ
究

寛
ソ婦
二依
ス
ル
す
如
来
一。

〔
研
究
〕

組
典
訓
讀
文

若
し
衆
生
有
り
て
、
如
末
に
調
伏

せ
ら
れ
て
如
末
に
帰
依
し
、
法
の

識
識
を
行
て
就
難
が
蜃
″
畳
ツ
ヽ

湖
と
儲
と
に
が
付
す
。
が
の
ｒ
の

庁
健
は
け
の
プ
の
購
任
に
対
ず
し

て
、
さ
れ
姑
鷲
に
庁
僣
す
る
な
り
。

籍

一、、ちぎ
に
康
鮮
す
る
は
、
き
れ
妍

末
に
帰
依
す
る
な
り
。
此
の
二
の

が
僣
と
孵

一、、ちデ
と
に
す
る
は
、
き

れ
究
寛
し
て
如
末
に
帰
依
す
る
な

ソ^
。

紅
典
現
代
語
課

「
若
し
衆
生
が
、
如
末
に
身
心
を
調

へ
ら
れ
て
如
末
に
帰

依
し
、
如
末
の
教

へ
の
恵
み
を
得
て
、
如
末
を
信
じ
ね
が

ふ
心
を
起
し
、
法
賓
と
信
費
と
に
帰
依
す
る
と
し
ま
す
。

是
の
二
賓
に
封
す
る
婦
依
は
、
此
の

（別
誰
の
）
法
と
借

と
の
二
費
に
封
す
る
帰
依
で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
は
如
爽

に
帰
依
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
第

一
義

（如
末
の
二
徳

・
四

義
）
に
帰
依
す
る
の
は
、
こ
れ
は
如
末
に
帰
依
す
る
の
で

あ
り
ま
す
。
此
の

（
一
證
の
）
法
と
信
と
の
二
費
に
封
す

る
帰
依
と
、
第

一
義
に
昴
依
す
る
の
と
は
、
こ
れ
は
究
寛

し
て
如
末
に
帰
依
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
七
五



一
七
六

〇
　
経
典

「
是
二
婦
依
非
此
二
婦
依
是
掃
依
如
来
」
の
解
繹
と
訓
讀
と
に
つ
い
て

太
子
の
御
解
説
に
よ
れ
ば
、　
掲
題
の
経
典
を

「
是
′
一
一ノ
婦
依
ハ非
メ
ッチ
此
ノ
一
一′
帰
依
一。

是
レ帰

二
依
ス
ル
す
如
末
ご

と
解
し

て
を
ら
れ
、
「
非
」
は
下
の

「
此
二
帰
依
」
を
否
定
す
る
と
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
太
子
は

「
是
′
一
一′
婦
依
」
を

″
一
證
の
二

帰
依
″
と
さ
れ
、
「
此
ノ
一
一ノ
帰
依
」
を

″
別
腱
の
二
婦
依
″
と
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
御
解
説
に
よ
つ
て
明
ら
か
で
あ
り
ま

す
。と

こ
ろ
が

「
又
解
し
て
言
は
く
」
と
い
ふ
太
子
御
引
用
の
他
説
で
は
、
右
の
組
典
を

「
是
ノ
一
一′
婦
依

非^
ラ
る

此
ノ
一
一′
蹄

依
ハ是
レ婦

二依
ス
ルす
如
末
ご

と
解
し
て
ゐ
ま
す
。
印
ち
太
子
の
御
解
説
と
は
反
封
に
、
「
非
」
は
上
の

「
是
ノ
一
一ノ掃
依
」
を

否
定
す
る
と
す
る
の
で
す
。
従
つ
て

「
是
ノ
一
一″
婦
依
」
が

″
別
證
″
で
、
「
此
′
一
一ノ
帰
依
」
が

″
一
護
″
で
あ
る
と
し
て
ゐ

ま
す
。
太
子
は
こ
の
読
を
批
剣
し
て
は
を
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
「
是
」
と

「
此
」
と
の
解
澤
が
反
封
に
な

つ
て
ゐ
る
の

み
で
、　
一
證
と
別
證
と
に
開
す
る
解
説
の
内
容
は
概
ね
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
語
句
よ
り
も
、
述
べ
ら
れ

て
ゐ
る
思
想
の
内
容
を
重
硯
さ
れ
る
太
子
の
御
態
度
が
、
こ
こ
に
現
は
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。

な
は

「
是
」
「
此
」
は
訓
讀
す
れ
ば
、
と
も
に

「
こ
の
」
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
訓
讀
し
な
い
で

「
是
」
「
此
」
と
訓

む
こ
と
に
致
し
ま
し
た
。

（附
説
）

さ
て
右
の
太
子
御
引
用
の
他
読
が
、
「
此
ノ
一
一ノ
帰
依
」
を
何
故
に
、
三

證
の
二
帰
依
″
と
解
し
た
の
か
を
推
論
し
て
み
ま



す
と
、
経
典

の
後
段
に

「
此
ノ
一
一′
婦
依
卜
第

一
義
ト
ニう
８

是
レ究
寛
ッ，
蹄
〓
依
ス
ルす
如
末
ご

の
文
言
が
あ
り
、

こ
こ
で
は

「
此
二
帰
依
」
が

″
一
證
の
二
昴
依
″
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
、
前
段
の

「
此
二
婦
依
」
も

″
一
腱
″
で
あ

る
と
し
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
、
と
考

へ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し

「
此
二
婦
依
」
は
、
こ
の
す
ぐ
前
の
経
典
に
お
い
て

″
別
證
の
二
帰
依
″
と
し

て
用
ひ
ら
れ
て
を
り
ま
す
の
で

（
一
七
〇
頁
）、
「
此
二
帰
依
」
は
み
な

″
一
證
″
で
あ
る
と
す

る
の
は
無
理
で
は
あ
る
ま
い

か
、
と
思
ひ
ま
す
。

経
典
の

「
是
」
と

「
此
」
と
の
用
法
に
つ
い
て
は
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
私
ど
も

は
、

太
子

『
義
疏
』

に
基
づ
い
て
研
究
し
て
を
り
ま
す
の
で
、
太
子
の
御
解
説
に
従
つ
て
、
前
段
の

「
此
′
一
一′帰
依
」
は

「
此
の

（別
饉
の
）
法

と
曾
」
、
後
段
の

「
此
ノ
一
一ノ婦
依
」
は

「
此
の

（
一
證
の
）
法
と
曾
」
と
現
代
語
詳
い
た
し
ま
し
た
。
　
　
　
（松
吉
基
順
）

〔
一
腱
の
法

・
檜
に
婦
依
す
る
は
如
来
に
婦
依
す
る
を
繹
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
上
国
）

（今
日
の

一
證
の
最
極
を
明
す
中
の
）
第
二
に
、
何
故
に

（
一
饉
の
）
法
費
と
曾
費
と
に
帰
依
す
る
の
は
、

そ
れ
は
印
ち
如
末
に

帰
依
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。
２

膿
の
）
三
費
に
帰
依
す
る
の
は
、
こ
れ
は
印
ち

（佛
賓

。
法
費

・
借
賓
が
）

一
證
で
あ
る
が
故
に
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

「
本
義
」
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
何
故
に

（佛
賓
と
法
費
と
曾
費
と
は
）
同
じ
く
是
れ

は
究
党
で
あ
る
の
か
、
そ
れ

は
印
ち

一
證
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
―
―
と
。

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
七
七



一
七
八

（訓
讀
文
）

籍
ゴ
に
蝶
が
耀
に
耐
・餞
に
伴
す
る
を
叫
ザ
妊
恐
に
尉
僣
す
と
い
ふ
や
を
機
す
。
殷
は
く
載
僣
は
叫
ザ
さ
れ
礼
獣
な
る

が
故
な
り
。

村
ぎ
に
デ
は
く
。
蝶
が
耀
ぞ
耐
じ
く
き
れ
楚
封
な
る
、
叫
ザ
一、、っ獣
な
る
が
耀
に
と
。

何
榊
『
統
「
赫
勁
刹
脚
罐
『
　
　

性
岬
］
『
嘲
雌

に
。
異
の
如
末
無

　

「
』
耐

哭
卸
討
肺
辞

↑

曾
に
帰
依
す

る
は
、
如
末
に
帰
依

無
ン
レ
グ
リ
異
ノ
一
す
０
帰
〓
依
ス
ル
　^
　
く
異
の
二
無
け
れ
ば
な
り
。
如
末
　
　
す
る
こ
と
に
な
る
の
）
で
せ
う
か
。
如
末
に
は
別
の
異
な

如
末
一印
チ
〓
一ノ帰
依
ナ
リ
０
　
　
　
　
に
帰
依
す
る
は
印
ち
三
の
帰
依
な
　
　
つ
た
如
末
は
無
く
、
（法

。
借

の
）
二
費
に
は
別
の
異
な

り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
た

（法

・
曾
の
）
二
費
は
無
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
如

末
に
帰
依
す
る
の
は
、
印
ち

（佛

。
法

。
借
の
）
三
費
に

帰
依
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

〔何
を
以
て
か

一
腱
な
る
や
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
１
□
）

（今
日
の

一
證
の
最
極
を
明
す
中
の
）
第
三
に
、
何
を
以
て
の
故
に

（佛

。
法

。
信
の
三
費
は
）

一
證
で
あ

る

の
か
、
そ
の
理
由

を
澤
き
明
し
ま
す
。　
一
乗
を
以
て
説
き
、
し
か
も

（法
身
を
）
得
る
が
故
に
、　
一
證
な
の
で
あ
り
ま
す
。



（訓
讀
文
）

第
三
に
何
を
以
て
か
是
れ

一
饉
な
る
や
を
澤
す
。　
一
乗
を
以
て
而
も
得
す
る
が
故
に
是
れ

一
饉
な
り
。

経
典

（卸
材
劇
贅
静
す一
饉
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

何
フ
以
テ
ノ
故
‥

読
フ
ヮ挙
二

　
　
何
を
以
て
の
故
に
。　
一
乗
の
道
を

　

「
何
故

（佛

。
法

・
曾
の
三
費
は

一
饉
で
あ

る
の
）
で
せ

乗
′
道
一ヮ。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
説
く
を
も
つ
て
な
り
。
　
　
　
　
　
　
う
か
。　
一
乗
の
道
を
読
く
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
佛
を
引
き
て
護
を
篤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
―
い
―
回
）

（今
日
の

一
證
の
最
極
を
明
す
中
の
）
第
四
に
、
誰
が
こ
の
や
う
に
お
説
き
に
な
ら
れ
る
の
で
せ
う
か
。
そ
れ
は
佛

（
の
読
法
）
を

引
い
て
、
２

證
を
）
立
證
し
ま
す
。

し
か
し
別
證
の
三
費
は
、
（佛

。
法

・
借
の
）
名
稽
も
本
證
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
つ
て
ゐ
ま
す

か
ら
、
道
理
と
し
て

自

ら

（佛

・

法

・
借
は
そ
れ
ぞ
れ
）
別
々
で
あ
り
ま
す
。
但
し

一
證
三
賓
は
、
何
故
に

（佛
と
法
と
借
と
の
）
区
別
を
す
る
の
で
せ
う
か
。
　

そ

の
理
由
を
澤
き
明
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―
常
住
不
憂
の
法
身
を
佛
賓
と
し
ま
す
。
此
の
法
身
は
、
能
く
衆
生
の
擦
る
べ

き
軌
範

・
法
則
と
な
り
ま
す
の
で
、
自

ら
法
費
と
篤
り
ま
す
。
ま
た
此
の
法
身
は
理
に
基
づ
い
て
よ
く
和
合
し
ま
す
の
で
、
ま
た

信
費
と
篤
り
ま
す
、
―
―
と
。
　

若
し
帰
依
に
つ
い
て
考

へ
て
み
ま
す
と
、
そ
の
習
解

（善
を
修
し
東
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
こ
と
）
ｏ

断
惑

（煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
）
の
た
め
に
は
、
則
ち
別
證
三
費
を
先
に
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
但
し
如
末
に
帰

一
す
る
心
が
迷
は
な

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
七
九



一
八
〇

い
た
め
に
は
、
必
ず

一
證
三
賓
が
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
今
、
勝
重
夫
人
は
、
た
だ
如
末
に
帰

一
す
る
心
を
以
て
教

へ
の
根
本
に
し
よ

う
と
思
ふ
が
故
に
、
昔
日
に
読
か
れ
た
梯
橙

（別
證
三
費
）
を
非
と
し
て
、

た
だ
今
日
説
く
と
こ
ろ
の

一
證
三
賓
に
帰
依
す
る
こ
と

を
求
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
語
文
）

射
酔
に
識
か
難
れ
殿
の
妊
く
詐
き
た
ま
ふ
。
偲
を
弾
き
て
識
ど
鮮
す
。

忍
る
に
肛
麟
の
五
欝
は
販
ザ
難
の
響
と
置
と
は
ぉ鴛
の難
な
る
が
配
に
、
ど
と
し
て
ぉ郎
から
肛
な
る
丁
し
。
麟
し
↓
置
は

醍
を
廃
て
か
肛
と
が
る
や
。　
機
び
て
げ
は
く
。
制
ぅ齢
ぅの
渥
射
を
備
難
と
鮮
す
。
雌
の
だ
就
静
く
続
の
ぼ
貼
と
群
れ

ば
ぉヽ郎
げ
灘
望
と
評
す
。
理
雌
の
洋
就
は
販
ザ
静
く
響
と
紺
争
す
れ
ば
、
水
儲
欝
と
が
す
と
。　
か
し
が
健
を
驚
ぜ
ば
、

難
の
観
解
鯖
蔵
の
就
に
は
叫
ザ
肛
獣
を
舛
と
す
す
し
。
麟
し
げ
康
に
滸
は
ざ
る
に
は
武
十
一、、っ献
を
弼
と
評
す
。ぃゲ
腸
魏

は
囃
争
康
を
廃
て
た
と
が
さ
ん
と
鍵
す
る
が
配
に
、
謝
け
辮
脇
を
だ
と
し
て
嚇
鋭
哨
の
礼
断
を
従
す
る
な
り
。

経
典

（帥
姥
引
き
て
證
を
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

如
末
ノ
四
無

長
成
就
シェ

，
獅
　
　
如
末
の
四
無
長
成
就
し
た
ま

へ
る

　

「
如
末
が
四
無
長
↑
）を
成
就
さ
れ
た
獅
子
吼
の
読
法
で
あ

子
吼
′
説
ナ
リ
０　
　
　
　
　
　
　
　
獅
子
吼
の
読
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
り
ま
す
。
」

（１
）
四
無
長
　
如
束
が
説
法
す
る
に
際
し
て
次
の
四
つ
の
こ
と
を
明
言
し
て
恐
れ
る
こ
と
が
な
い
。
①
あ
ら
ゆ
る
現
象
世
界
に

つ
い
て
覺
知
し
て
ゐ
る
。
②
煩
悩
は
断
じ
蓋
し
た
。
③
修
行
の
妨
げ
と
な
る
も
の
は
説
き
蓋
し
た
。
④
解
脱
の
道
は
説
き
蓋



し
た
。

〔昔
日

一
乗
を
明
さ
ざ
る
の
意
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
１
国
）

（今
日
の

一
謹
の
最
極
を
明
す
中
の
）
第
五
に
、
昔
日
に
は

一
乗
を
説
明
し
な
か

つ
た
、
そ

の
意
味
を
説
明
し
ま
す
。
　

道
理
は

既
に
組
典
で
説
い
て
ゐ
る
通
り
で
あ
り
ま
す
。
何
が
故
に
昔
日
に
は
こ
と
さ
ら
に
三
乗
を
説
明
し
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
そ
の
理

由
は
と
云

へ
ば
、
こ
れ
は
正
し
く
如
爽
が
衆
生
の
機
根
に
應
じ
て
方
便
を
も
つ
て
説
か
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
賞

（究
極
の
教
Ｃ

に
つ
い
て
論
ず
れ
ば
、
（如
末
の
読
か
れ
た
も
の
は
）、
印
ち

一
乗
で
あ

つ
て
、
二
乗

（三
乗
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
本
義
」
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
若
し
如
来
か
ら
以
下

は
、
　
一
證
三
費
を
説
明
す
る
中
に
於
て
、
逐
に

一
乗
に
帰
入

す
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

第
五
に
昔
日

一
乗
を
明
さ
ざ
る
の
意
を
明
す
。
　

理
は
既
に
是
の
如
し
。
何
が
故
に
昔
日
に
猶
三
を
明
す
や
。
　

故
に

オ
は
く
。
雌
は
き
れ
妍
鷲
鵜
曇
が
鮮
に
際
げ
て
対
ほ
を
も
つ
て
謝
き
た
ま
へ
り
。
筆
に
計
き
て
話
を
が
さ
ば
疵
ザ
唐
れ

一
乗
に
し
て
二
乗
有
る
こ
と
無
し
。

対
ぎ
に
ｒ
は
く
。
か
ン妍
獄
征
り
喋
Ｗ
ヽ
一っば
五
望
を
嗽
す
戦
に
ぶ
し
だ
式
甦
グ
綱
す
と
。

経
典
⌒結
錮
意一
嫌
嘘
測
さ
ざ

）
　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

正
説
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
八
一



一
八
二

「
若
し
如
末
が
衆
生
の
欲
す
る
と

こ
ろ
に
随
つ
て
、
し
か

も
方
便
を
用
ひ
て
お
説
き
に
な
る
場
合
は
、
そ
れ
は
印
ち

大
乗
の
教

へ
で
あ
り
ま
す
。
二
乗

公
二
乗
）
の
教

へ
で
は

あ

り
ま
せ
ん
。
二
乗

含
一乗
）
の
教

へ
は
、

一
乗
に
帰
入

す
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。　
一
乗
と
は
、
印
ち
第

一
義
乗
で

あ
り
ま
す
。
」

一
乗
と
説
く
の
は
第

一
義
諦

（絶
封
の
員
理
）
を
読
く
の
で
あ

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
レ
」
。

若
シ
如
末
随
″
彼
ノ
所
欲
一
而
モ　
　
若
し
如
末
彼
の
所
欲
に
随
ひ
て
而

方
便
，以
説
十三
フ
６

印
チ
是
レ大
　
　
も
方
便
を
も
つ
て
読
き
た
ま
ふ
は
、

乗
ナ
リ
０
無
”
有
ン
「
二
乗

曾
一乗
Ｘ
　

印
ち
是
れ
大
乗
な
り
。
二
乗

（三

二
乗

公
二
乗
▼
者
入
ン
フ挙
ι
　
　
乗
）
有
る
こ
と
無
し
。
二
乗

（三

於

一
乗
一。
一
乗
ト
ハ者
印
チ是
レ　
　
乗
）
は

一
乗
に
入
る
を
も
つ
て
な

第

一
義
乗
ナリ０
　
　
　
　
　
　
　
り
。　
一
乗
と
は
印
ち
是
れ
第

一
義

乗
な
り
。

〔御
語
課
〕
（現
代
語
課
）

第

一
義
と
は
、
他
の
経
典
で
は
次
の
や
う
に
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
―
―

り
、
三
乗
と
説
く
の
は
世
諦

（世
俗
の
員
理
）
の
意
義
を
読
く
の
で
あ
る
、

（訓
讀
文
）

第

一
義
と
は
、
経
に
云
は
く
。　
一
乗
と
説
く
は
是
れ
第

一
義
諦
を
説
く
、
三
乗
と
説
く
は
是
れ
世
諦
の
義
を
説
く
な
り
と
。

〔
研
究
〕

〇
　
一二
費
帰
依
に
開
す
る
太
子
の
御
思
想
に
つ
い
て

壺
酎
（鷹
露
。湖
欝
。儲
難
）
に
封
す
る
請
に
は
、
「肛
獣
式
割
」
と
「
一、、っ獣
〓
割
」
と
の
二
種
が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い



て
の
太
子
の
御
説
明
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

太
子

『義
疏
』

第

一
に

（中
略
）、
路
に
今
日
の
一
獣
の
最
極
を
明
さ
ん
と
欲
す
。
故
に
先
づ
別
證
は
是
れ
究
寛

に
非
ざ
る
を
明
す
。
第
二
に

（中
略
）、
正
し
く
今
日
の

一
饉
の
最
極
を
明
す
。

太
子
は
、
「
別
證
三
賓
」
は
究
極
の
帰
依
の
封
象
で
は
な
く
、
「
一
證
三
賓
」
こ
そ
究
極
の
婦
依
で
あ
る
と
説
い
て
を
ら
れ
ま

す
。
し
か
し
、
究
極
の
婦
依
で
は
な
い

「
別
瞳
三
賓
」
に
つ
い
て
、
次
の
や
う
に
獨
自
の
御
見
解
を
示
し
て
を
ら
れ
ま
す
の

で
、
以
下
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

組
典
の
婦
〓依
ス
ル
バ第

一
義
一者
。
是
レ婦

二
依
ス
ルす
如
来
一。
の
二
句

に
つ
い
て
、
「
本
義
」
の
読
を
引
用
し
て
、
太
子
は
次

の
や
う
に
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。

太
子
『義
疏
』
村
デ
に
ｒ
ふ
。
「雌
の
ゴ
ゲ
は
耐
ぼ
一っ献
の
薩
欝
の
憲
蹴
ど
嗽
す
」
と
。
ふ
れ
ば
販
ザ
肛
麟
も
蒸

可
な
り
。
而
る
を

一
樹
の
教
何
ぞ
別
に
最
勝
と
せ
ん
。

「
此
の
二
句
は
偏
に

一
證
の
佛
賓
の
最
勝
を
明
す
」
と
い
ふ

「
本
義
」
の
読
に
封
し
て
、
太
子
は
、
「
然
れ
ば
則
ち
別
證
も
亦

可
な
り
。
而
る
を

一
證
の
み
何
ぞ
別
に
最
勝
と
せ
ん
。
」
と
批
剣
し
て
を
ら
れ
、
そ
の

「
別
證
三
費
」
の
中
の

「
佛
費
」
に

つ
い
て
次
の
や
う
に
説
明
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

太
子
『轟
蹴
』
第
一に
（中
略
）、
ガ
づ
肛
樹
の
囃
の
コちの
鷹
節
を
発
ず
。
観
と
な
れ
ば
販
ザ
律
肛
献
は
♪っ獣
の

至
極
に
は
如
か
ず
と
雖
も
、
但
し

一
の
佛
費

（別
饉
三
費
の
中
の
第

一
の
佛
賓
）
は
是
れ

一
亀

盆

正
説
　
第
五

。
一
乗
章
　
　
　
一
八
三



一
八
四

饉
三
賓
の
佛
賓
と
同
こ
　
な
り
。
理
と
し
て
下
な
る
可
き
こ
と
無
し
。
（道
理
と
し
て
一
證
三
賓
の
佛

賓
よ
り
劣
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。）

太
子
は
、
「
別
證
三
賓
」
の
中
の

「
佛
賓
」
を
先
づ
讚
歎
し
て
を
ら
れ
る
の
で
す
。
『
敦
煙
本
』
（奈
３９
）
は

「
本
義
」
と
同
系

統
の
組
疏
と
推
察
さ
れ
ま
す
が
、
『
敦
建
本
』
に
は

「
別
證
の
中
の
佛
賓
」
を
讚
歎
す
る
説
明
は
見
営
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
の

組
疏
は
、
「
別
瞳
三
費
」
に
は
重
き
を
お
い
て
ゐ
な
い
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

更
に
ま
た

「
一
證
」
と

「
別
證
」
と
に
つ
い
て
、
太
子
は
次
の
や
う
な
獨
自
の
御
見
解
を
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。

太
子

『
義
疏
』

非
メ
ンテ
此
′
二
′婦
依
一と
は
、
別
瞳
の
二
依
は
比
を
篤
す
可
き
に
非
ざ
る
な
り
。

こ
の
意
味
は
、
当
別
證
三
費
」
と

「
一
證
三
賓
」
と
は
、
（用
ふ
べ
き
場
が
異
な
る
の
だ
か
ら
）
雨
者
の
優
劣
を
比
較
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
″
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
『
敦
建
本
』
で
は
次
の
や
う
に
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

『
敦
浬
本
』

飛
メ
ッチけ
４
一′ぽ
仔
一者
卜
。^
北
ン
ルす
雌
′鷹
６
４
一′ぽ
に
ハぽ
一。
計
フ
コ
ョ

部^
′ヽし石
ゆ
バ
す
姑
「鋭
鴎
ノ晨
↓
也
。

「
梯
橙
」
と
は

「
別
證
三
賓
」
の
こ
と
で
す
。
『
敦
違
本
』
も
太
子

『義
疏
』
同
様
に

「
比
」
の
語
を
用
ひ
て
ゐ
ま
す
が
、
「
比
」

の
内
容
が
違
つ
て
を
り
ま
す
。
『
敦
建
本
』
は

「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
昔
は
今
日
の
勝
に
如
か
ず
」
と
言
つ
て
、
″今
日
説
く

「
一

證
三
賓
」
が
勝
れ
て
ゐ
る
故
、
昔
日
に
説
い
た

「
別
證
三
賓
」
は
比
較
す
べ
く
も
な
い
。

″
と
し
て
ゐ
る
の
に
封
し
、
太
子

は
、
当
別
饉
三
費
」
と

「
一
證
三
費
」
と
は
夫
々
に
用
ふ
べ
き
場
が
異
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
優
劣
を
比
較
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

″
と
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
次
の
太
子
の
御
言
葉
か
ら
更
に
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



太
子

『義
疏
』

若
し
婦
依
を
排
ぜ
ば
、
其
の
習
解
断
惑
の
篤
に
は
則
ち
別
證
を
先
と
す
可
し
。
　
但
し
旨
解
に
迷

は
ざ
る
に
は
端
サ
一、、っ獣
を
発
と
が
す
。

こ
の
意
味
は
、
″若
し
帰
依
と
い
ふ
こ
と
を
よ
く
考
へ
て
み
る
と
、　
私
た
ち
衆
生
が
善
を
修
し
束
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
、　
ま

た
煩
悩
を
断
ち
切
る
た
め
に
は
、

「
別
證
三
費
」
に
帰
依
す
る
こ
と
が
先
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

但
し
究
極
的
に
如
末
に

帰

一
す
る
心
に
迷
ひ
を
生
ぜ
し
め
な
い
た
め
に
は
、　
必
ず

「
一
證
三
賓
」

に
帰
依
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

″
と
い
ふ
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

太
子
の
右
の
お
言
葉

「
習
解
断
惑
の
篤
に
は
別
饉
を
先
と
す
べ
し
。
」
を
更
に
現
責
に
印
し
て
考

へ
て
み
ま
す
と
、
″
佛
道

を
修
行
す
る
た
め
に
は
、
信

（借
費
）
に
導
か
れ
て
経
典

（法
賓
）
を
學
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

″
と
御
教
示
に
な
ら
れ
た
の
だ
と

思
ひ
ま
す
。
し
か
し

「
別
證
三
賓
」
に
帰
依
す
る
こ
と
は
、

常
住
員
賓
の
佛
に
帰

一
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
つ
て
、　
″
た
だ

曾
の
導
き
に
従
ひ
、
か
つ
ま
た
経
典
の
教

へ
の
通
り
に
し
て
ゐ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
、
そ
れ
で
充
分
だ
″
と
い
ふ
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
、
―
―
そ
れ
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
太
子
は

「
旨
婦
に
迷
は
ざ
る
に
は
必
ず

一
證
を
要
と
篤
す
。
」
と
御
指
摘
に
な
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。

見
解
と
同
様
の
も
の
が
な
い
か
と
、
『
敦
燈
本
』
な
ど
を
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、

「
一
證
」
「
別
證
」
に
開
す
る
太
子
の
御
一

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
見
出
し
得
ま
せ
ん
。
経
典
の
読
く
と
こ
ろ
も
、　
そ
れ
ら
の
組
疏
も
、　
″
究
極
の
婦
依
で
あ
る

「
一
證
三

費
」
が
勝
れ
て
ゐ
て

「
別
證
三
費
」
は
そ
れ
に
比
し
て
劣
る
も
の
だ
。

″
と
し
て
ゐ
る
や
う
で
す
。

そ
れ
ら
が
、
宗
教
的
理

正
読
　
第
五
。
一
乗
章
　
　
　
一
八
五



一
八
六

想
の
境
地
を
重
硯
す
る
あ
ま
り
、
人
間
の
具
證
的
活
動
に
つ
い
て
は
心
を
及
ぼ
す
こ
と
が
乏
し
く
、
そ
れ
故
に
ど
ち
ら
か
と

言

へ
ば
、
観
念
的
な
思
想
に
と
ど
ま
つ
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

こ
れ
に
封
し
太
子
は
、
さ
う
し
た
外
末
思
想
を
無
批
剣
に
受
容
す
る
こ
と
な
く
、
選
揮
し
て
撮
取
さ
れ
、
現
責
祀
會
に
於

て
苦
し
み
多
き
衆
生
に
封
し
て
、
「
別
證
三
賓
」
の
大
切
さ
を
示
さ
れ
る
と
同
時
に
、
日
日
帰
に
迷
は
ざ
る
」
た
め
に

「
一
證

三
費
」
に
帰
せ
よ
と
い
ふ
、
具
證
的
な
教
化
の
道
筋
を
示
さ
れ
た
と
思
は
れ
ま
す
。
現
寅
生
活
を
重
ん
じ
ら
れ
た
太
子
の
お

考

へ
は
、
御
身
自
ら
の
御
證
験
を
切
寅
に
反
省
な
さ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
出
た
も
の
と
舞
察
い
た
し
ま
す
。
撮
政
と
し
て
煩

努
多
き
國
家
統
治
の
大
業
を
誉
ま
れ
た
太
子
は
、　
國
民
の
永
遠
の
安
寧
を
所
念
さ
れ
る
御
心
の
深
き
が
故
に
こ
そ
、
「
別
證

三
賓
」
の
員
義
を
順
開
さ
れ
た
も
の
と
舞
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

後
世
、
太
子
を
奉
讚
す
る
の
に
、

「
員
諦
俗
諦
の
相
依
」
含
ホ
教
的
員
理
と
現
寅
生
活
に
於
け
る
責
践
と
の
相
依
）
の
理
想
的
證

現
者
を
以
て
し
た
の
は
、
最
澄
、
親
鸞
そ
の
他
の
高
信
た
ち
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
太
子
崇
奔
が
廣
く
行
き
わ
た
り
、
や

が
て
各
虎
に
於
て
太
子
講
な
ど
の
行
事
が
螢
ま
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
國
民
が

自

ら
に
し
て
太
子
の
員
の
お
心
を
感
じ
と

つ
て
ゐ
た
こ
と
と
思
は
れ
て
、
太
子
と
國
民
大
衆
と
の
心
的
交
流
の
不
可
思
議
さ
を
思
は
ず
に
は
を
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
太

子
が
よ
く
口
に
さ
れ
た
と
博

へ
ら
れ
て
ゐ
る

「
世
閲
虚
俣
唯
佛
是
員
」
「
法
王
帝
説
し

の
お
言
葉
や
、
『
十
七
條
憲
法
』
第
二

條
の

「
篤
く
三
費
を
敬
へ
」
な
ど
の
お
言
葉
は
、
右
の
や
う
に
「
現
賓
生
活
を
捨
離
し
給
は
ざ
り
し
太
子
の
御
精
神
」
（黒
上

正
一
郎
先
生
の
お
言
葉
）
を
憶
念
し
て
味
識
す
べ
き
で
は
な
い
で
せ
う
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（松
吉
基
順
）



第
六
　

無

邊

聖

諦

章

〔乗
の
境
の
大
意
並
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
詳
）

世
尊

。
馨
聞

・
縁
覺
か
ら
以
下
は
、
正
説

（十
四
章
）
の
中
、
（第

一
に
初
め
の
五
章
―
―
第

一
歎
佛
員
賓
功
徳
章
以
下
五
章
―
―

を
も
つ
て

「
乗
の
證
」
を
説
明
し
、）
第
二
に
、
八
章

（―
―
第
六
無
邊

聖

諦
章
以
下
八
章
―
―
）
を
拳
げ
て
、
以
て

「
乗

の
境

」

を
説
明
し
ま
す
。
　

そ
の

「
八
章
を
學
げ
て
以
て
乗
の
境
」
と
す
る
意
味
は
、
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―
そ
も
そ
も
善

∩
乗
の

瞳
し
は

自

ら
に
し
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
境

∩
乗
の
境
し

に
由
つ
て
生
じ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
有
作

（現
象
の
世
界
）
と

無
作

（現
象
の
世
界
を
超
え
た
本
源
の
世
界
）
と
の
二
種
類
の
四
聖
諦
Ｔ
）
（苦
・
集
・
滅
・
道
）
は
、
皆

一
乗
の
「
境
」
で
あ
り
ま
す
、
―
―

と
。
大
意
は
さ
う
い
ふ
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
以
下
の
経
典
を
よ
く
検
討
し
て
み
ま
す
と
、
経
典
の
読
い
て
ゐ
る
所
は
、
上
述

の

一
乗
章
で
如
末
は
究
寛
し
て
を
り
二
乗
は
究
寛
し
て
ゐ
な
い
、
と
説
明
し
た
こ
と
に
異
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
私
が
懐
ひ
ま
す

に
は
、
こ
こ
で
も
ま
た

（四
聖
諦
と
い
ふ
）
「
境
」
を
と
り
學
げ
て
、
（如
末
は
四
聖
諦
を
）
究
寛
し
て
ゐ
る
こ
と
を
立
證
す
る
の
で

あ
り
ま
せ
う
。
つ
ま
り
次
の
や
う
に
言

へ
ま
せ
う
。
―
―
（有
作

。
無
作
の
）
二
種
の
四
聖
諦
は
、
皆
こ
れ
は
善
を
修
す
る
縁
で
あ

り
ま
す
。
し
か
る
に
二
乗
は
た
だ

（有
作
の
）

一
種
の
聖
諦
だ
け
を
観
得
し
、
如
末
は

（有
作
と
無
作
と
の
）
二
種
の
聖
諦
を
二
つ

正
説
　
第
六
・
無
邊
聖
諦
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一
八
八

な
が
ら
皆
す
で
に
達
し
て
を
ら
れ
ま
す
。
「
境
」
を
観
得
す
る
こ
と
が
、

既
に
こ
の
や
う
に
異
な
つ
て
を
り
ま
す
。

す
な
は
ち
こ
こ

で
立
證
し
て
ゐ
る
こ
と
は
、
公
一乗
が
）
未
だ
究
党
に
達
し
て
ゐ
な
い
と

い
ふ
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

（八
章
の
）
中
に
つ
い
て
、
分
け
て
二
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
前
段
の
四
章
で
は
、
総
括
し
て

「
境
界
」
（有
作

。
無
作
の
八
聖
諦
）
を
説
明
し
、

第
二
に
、
後
段
の
四
章

，
）で
は
、

特
別
に

「
境
界
」

（無
作
の
滅
諦
）
を
説
明
し
ま
す
。

（前
段
の
四
章
は
、
）
絶
括
し
て
有
作
と
無
作
と
の
二
種
の
四
聖
諦
を
取
り
あ
げ
て
、
は
ぶ
い
た
り
除
い
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
皆

一

乗
の

「
境
」
と
し
ま
す
。
そ
れ
故
に

「
絶
じ
て
」
と
名
づ
け
ま
す
。
（後
段
の
四
章
は
、
）
一二
諦

（苦
諦

・
集
諦

・
道
諦
）
を
は
ぶ
き
除

い
て
、
た
だ
無
作
の
滅
諦
だ
け
が
至
極
で
あ
る
と
し
ま
す
。
そ
れ
故
に

「
別
に
」
と
名
づ
け
ま
す
。

第

一
に
、
（前
段
の
）
紀
括
し
て

「
境
界
」
を
説
明
す
る
中
に
つ
い
て
、
四
章
が
あ
り
ま
す
。

一に
は
（第
六
）
無
豊
肇
歌
章
。

二
に
は

（第
七
）
如
末
蔵
章
。

三
に
は

（第
八
）
法
身
章
。

四
に
は

（第
九
）
室
義
隠
覆
章
で
あ
り
ま
す
。

（１
）

四
聖
諦
　
「諦
」
と
は
員
理
を
言
ふ
。
四
聖
諦
と
は
、
苦
諦

・
集
諦

。
滅
諦

。
道
諦
と
い
ふ
人
生
に
お
け
る
四
つ
の
員

理
で
あ
る
。
こ
の
員
理
は
諄
聖
な
も
の
で
あ
る
の
で

「聖
」
の
語
を
附
し
て

「四
聖
諦
」
と
言
ふ
。
第

一
の
「苦
諦
」
と
は
、



人
生
は
苦
し
み
で
あ
る
と
い
ふ
員
理
、
第
二
の

「集
諦
」
と
は
、
苦
し
み
の
原
因
は
煩
悩
が
積
集
す
る
が
故
で
あ
る
と
い
ふ

員
理
で
あ
り
、
「集
諦
」
が
因
で
、
「苦
諦
」
は
そ
の
果
で
あ
る
。
第
三
の

「滅
諦
」
と
は
、
煩
悩
を
断
じ
、
苦
を
滅
し
識
し

て
涅
槃

（悟
り
）
の
境
地
を
得
る
と
い
ふ
員
理
、
第
四
の

「道
諦
」
と
は
、
涅
槃
の
境
地
を
得
る
た
め
に
は
教

へ
を
寅
践
す

る
、
印
ち
苦

・
集
を
減
す
る
た
め
に
は
佛
道
の
修
行
を
要
す
る
と
い
ふ
員
理
で
あ
り
、
「道
諦
」
が
因
で
あ
り
、
「滅
諦
」
は

そ
の
果
で
あ
る
。

（２
）

後
段
の
四
章
　
第
十
　
一
識
章
。
第
十

一
　

一
依
章
。
第
十
二
　
顛
倒
員
寅
章
。
第
十
三
　
自
性

清

浄
章
。

（訓
讀
文
）

世
税
０
晏
欧
。ん織
製
循
り
喋
Ｗ
ヽ
晨
説
ゲ
輯
の
舞
ｒ
に
、
だ
載
グ
雪
げ
て
嘘
て
赳
が
嚇
グ
嗽
す
。　
計
ふ
こ
こ
ろ
は
、

ガ
れ
割
は
ぉ郎
から
畳
ぜ
ず
、
武
サ
嚇
ぽ
ぽ
り
て
越
る
。
耀
に
が
信
・鯖
グ
の
ゴ
齢
の
製
認
ば
、
馘
慧
れ
ぃち栞
が
獄
が
り
。

対
計
は
献
な
り
と
感
ゞ
、
ぼ
く
ば
の
磁
を
議
ぬ
る
に
、
メ
競
は
鰤
ザ
ニ
に
祭
崩
・村
祭
罰
を
嚇
す
に
難
な
る
こ
と
鮮
し
。

デ
貯
に
ゎ繊
しの
戯
ひ
は
蒸
嶽
グ
彎
げ
て
祭
議
を
識
ず
る
な
る
予
し
。
印
は
く
ゴ
齢
ら雲
認
ぽ
鵠
慧
れ
帆
器
の
機
な
り
。

耐
る
に
■
剰
は
麟
一、、っ機
の
製
認
ど
盤
じ
ヽ
姑
対
は
奪
つ
な
が
ら
鵠
醸
に
選
し
た
ま
へ
り
。
嚇
プ
盤
ず
る
こ
と
簾
に
耐
な

り
。
賊
ザ
識
デ
る
尿
惹
ぜ
餐
競
せ
ざ
る
こ
と
嘘
ら
か
な
り
と
。
　
輯
に
貯
き
て
配
き
て
ゴ
と
評
す
。

孵
↓
に
耐
の
殴
朝
に
は
続
じ
て
嚇
鶏
ど
嚇
し
ヽ

第
二
に
後
の
四
章
に
は
別
に
境
界
を
明
す
。

絶
じ
て
有
作

。
無
作
の
二
種
の
聖
諦
を
取
り
て
、
醜
曝
す
る
扉
鮮
く
し
て
齢
ぃ「
難
が
感
ど
が
す
。
配
に
響
づ
け
て
経
と

正
説
　
第
六

。
無
邊
聖
諦
章
　
　
　
一
八
九



一
九
〇

が
す
。
三
講
を
配
隠
し
て
囃
鮮
炉
の
慮
を
辰
と
が
す
。
盤
に
響
づ
け
て
肛
と
評
す
。

第
ｐち
に
続
じ
て
嶽
鶏
ど
嚇
す
嚇
に
詳
き
て
殴
朝
粋
り
。

↓
に
無
激
肇
講
載
％

ｒ
に
妊
葱
蔚
載
”

載
に
澪
就
載
”

し
　
　
　
く
う
ぎ
　
お
ん
だ
く
し
よ
う

四
に
室
義
隠
覆
章
な
り
。

〔無
邊
聖
諦
章
の
科
段
分
け
〕
（現
代
語
詳
）

第

一
の
無
邊
聖
諦
章
に
つ
い
て
、
分
け
て
五
つ
の
科
段
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
二
乗
が
所
得
し
た
の
は
印
ち
、
有
作

（現
象
の
世
界
）
の
四
諦

（苦
・
集

・
滅
・
道
と
い
ふ
人
生
の
員
理
）
で
あ
る
こ
と
を
示

し
ま
す
。し

ゆ
つ
せ
け
ん
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
な

第
二
に
、
出
世
間
の
…
…
有
る
こ
と
無
し
か
ら
以
下
は
、
出
世
間
の

「
上

上
」
（こ
の）上
な
い
智
怒
）
は
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と

を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
世
尊
。
金
剛
喩
と
は
か
ら
以
下
は
、
「
第

一
デ
智
」
（最
上
の
智
慧
）
も
ま
た
一
一乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
世
傘
。
聖
の
義
と
は
か
ら
以
下
は
、
（員
の
）
「
聖
」
の
意
義
も
ま
た
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。



第
五
に
、
聖
一諦
と
は
か
ら
以
下
は
、
（員
の
）
「諦
」
も
ま
た
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

射
↓
の
燎
競
彗
講
軋
ぽ
計
き
て
配
き
て
珂
動
と
炒
す
。

舞
↓
に
一
剰
の
臓
篠
は
輛
ザ
き
れ
ず
伊
の
野
講
な
り
と
階
す
。

射
ｒ
に
鮮
”が

，
コト齢
耀
剛
ノ…
…
・行
り
騨
Ｗ
ヽ
昼
ぅ量
ぅは
珊
剰
の
驚
に
対
ず
と
嚇
す
。

舞
式
に
ど
鋭
。
鋭
鵬
ぽ
者
ト
ハ征
り
喋
Ｗ
ヽ
孵
式
デ
響
も
蒸
斑
剰
の
先
に
飛
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。

新
け
に
耀
輔
。
駄
ゎデ
者
ト
ハ征
リ
ソ
Ｗ
ヽ
製
タ
デ
も
ぶ
斑
対
の
先
に
規
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。

新
ｒ
に
聾
認
＃
共
征
リ
ソ
フ
ヽ
講
も
蒸
卦
剌
の
先
に
対
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。

（こ
の
章
の
科
段
分
け
表
）

二
乗
の
所
得
は
有
作
の
四
諦
な
り

上
上
智
は
二
乗
の
分
に
非
ず

第
一ぎ
智
は
二
乗
の
分
に
非
ず

聖
の
義
は
二
乗
の
分
に
非
ず

講
は
二
乗
の
分
に
非
ず
上
一‐ ‐
¨
鰤
れ
に
続
¨
め
凛
科
饗
』
ジ
明
す

正
説
　
第
六

・
無
邊
聖
諦
章

一
九

一



。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
二

〔
二
乗
の
所
得
は
有
作
の
四
一語
な
り
〕
（現
代
語
詳
）

（
こ

（無
邊
聖
諦
章
の
）
第

一
に
、
公
一乗
が
所
得
し
た
の
は
印
ち
、
こ
れ
は
有
作
の
四
諦
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
）

初
め
て
聖
諦

を
観
ず
る
は
と
は
、
初
め
て
有
作
の
四
聖
諦

（苦
・
集

・
減
。
道
）
を
観
得
す
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。　
　
一
攣
を
以
て
と
は
、
有
作
ひ

と
つ
だ
け
の
四
聖
諦
を
さ
と
る
智
慧
を
以
て
す
る
こ
と
を
言
ひ
ま
す
。　
　
諸

の
住
地
を
断
ず
と
は
、
四
住
地
の
煩
悩
を
断
ち
切
る

こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
　

四
断
智
と
は
、
（四
住
地
の
煩
悩
を
）
断
ち
切
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
智
慧
に
よ
つ
て
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ

と
が
で
き
る
故
に
、
「
断
智
」
と
云
ひ
ま
す
。
ま
た
次
の
や
う
に
言
つ
て
も
よ
い
で
せ
う
。
―
―
（有
作
の
）
四
聖
諦
の
世
界
に
お
け

る
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
を
以
て

「
四
断
智
」
と
す
る
、
―
―
と
。
　

功
徳
作
護
と
は
、
無
篤
の
功
徳
を
謂
ひ
ま
す
。
　

亦
善
く
此

の
四
法
の
義
を
知
る
と
は
、
（有
作
の
）
四
聖
諦
の
意
義
を
謂
ひ
ま
す
。
「
少
分
」
（有
作
の
四
聖
諦
だ
け
）
を
観
得
し
て
ゐ
る
こ
と
を

説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

（訓
語
文
）

第

一
に
。
　

初
テ
観
メ
ル
ハ聖
諦
・フと
は
、
謂
は
く
始
め
て
有
作
の
四
聖
諦
を
観
ず
る
な
り
。
　

以
〓

智
・フと
は
、　
一
の
有

信
講
の
智
を
瞬
て
す
る
を
計
ふ
な
り
。　
配
熱款
ぁ齢
毬
・フと
は
ヽ
計
は
く
殴
ぽ
の
設
を
鰐
ず
る
な
り
。　
叶
蹴
伊
と
は
ヽ

謂
は
く
断
な
り
。
智
に
因
り
て
惑
を
断
ず
る
を
得
る
が
故
に
断
智
と
云
ふ
。
亦
可
な
る
べ
し
。
四
諦
の
下
の
結
を
以
て

酔
孵
智
と
鮮
す
と
。　
が
ぼ
債
謝
と
は
ヽ
計
は
く
鮮
計
の
プ
ば
な
り
。　
現
書
夕鮒
”雌
ノ酔
湖
′ギ
・フと
は
ヽ
群
は
く
酔

講
の
デ
な
り
。
公
舛
″
動
を
律
る
を
嚇
す
な
り
。



紅
典

（仁
嫌
國
話
酪
い
有
）

世
奪
。

馨
聞

・
縁
覺
ノ
初
テ

観
メ
ル
バ聖
諦
・フ。
以

，
一
智
・ヮ断
メ

諸
ノ
住
地
・フ。
以

，
一
智
卜
四
断

智
卜
功
徳
作
證
・トヮ。
亦
善
夕
知
ン

此
ノ
四
法
′
義
・ヮ。

〔
上

上

智
は
二
乗
の
分
に
非
ず
〕
（現
代
語
詳
）

公
し

（無
邊
聖
諦
章
の
）
第
二
に
、
世
奪
か
ら
以
下
は
、
（出
世
間
の
）
「
上

量
］
（こ
の
上
な
い
智
慧
）
は
、
二
乗
の
分
で
は
な

い
こ
と

を
説
明
し
ま
す
。
　

出

世

間
の
上

麟
ぅ

攣
枠
る
こ
と
無
し
と
は
、
（方
便
と
し
て
読
い
た
）
昔
日
に
は
、
阿
羅
漢
の
金
剛
心
は
佛
道

を
學
ぶ
中
の
究
極
の
智
慧
で
あ
り
、
そ
れ
を
以
て
三
界
の
世
間
に
お
け
る

「
上
」
（最
上
２
登
３

と
し
、

阿
羅
漢
が
修
業
の
結
果
得

た
金
剛
心
を

「
上
上
」
（ン」
の
上
な
い
智
慧
）
で
あ
る
と
説
明
し
ま
し
た
。

今
は
既
に
、　
二
乗
の
智
は
未
だ
満
ち
足
り
て
ゐ
な
い
と
読

明
す
る
の
で
、
（阿
羅
漢
の
金
剛
心
は
）
ま
た

「
上
上
」
の
智
慧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　

四
智
漸
至
と
は
、
公
一乗
の
）
智
慧
は

「
上

正
説
　
第
六

。
無
邊
聖
諦
章
　
　
　
一
九
三

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
典
現
代
語
課

世
箪
。
馨
聞

・
縁
覺
の
初
め
て
聖

　

「
世
尊
よ
。
馨
聞
と
縁
覺
と
が
初
め
て
四

つ
の
聖
諦
を
観

諦
を
観
ず
る
は
、　
一
智
を
以
て
諸
　
　
得
す

る

の
は
、　
一
智

（有
作
の
四
諦
を
さ
と
る
智
慧
）
を
も

の
住
地
を
断
ず
。　
一
智
と
四
断
智
　
　
つ
て
諸

々
の
住
地
の
煩
悩
を
断
ち
切
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
功
徳
作
證
と
を
以
て
、
亦
善
く
　
　
一
智
と
四
断
地

（煩
憎
を
断
ち
切
る
四
種
の
智
慧
）
と
功
徳

此
の
四
法
の
義
を
知
る
。　
　
　
　
　
　
作
證

（善
を
積
ん
だ
結
果
が
現
は
れ
た
功
徳
）
と

に
よ
つ
て
、

ま
た
善
く
こ
の

（有
作
の
）
四
聖
諦
の
意
義
を
知
る
の
で

あ
り
ま
す
。
」



一
九
四

上
」
で
は
な
い
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
智
慧
の
本
饉
が
未
だ
満
ち
足
り
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ら
、
更
に
求
め
至
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る

こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

及
び
四
縁
の
漸
至
と
は
、

「
境
」
を
撃
げ
て
、
（有
作
の
四
聖
諦
は
）
「
上
上
」
で
は
な
く
、

更
に
無

作
の
四
聖
諦
と
い
ふ
求
め
至
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
智
の
境
が
皆
未
だ
究
寛
に
達
し
て
ゐ

貯
流
Ｐ
の
湖
は
財
れ
雌
世
脱
の
量
ぅ量
ぅ攣

な
リ

で
は
な
い
こ
と
を
立
證
し
ま
す
。
佛
智
は
園
満

「
無
漸
至
」
（更
に
求
め
至
る
べ
き
と
こ
ろ
は
な
い
）

と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

世
輔
征
り
喋
Ｗ
ヽ
射
ｒ
に
■
ぅ民
ぅは
難
の
先
に
規
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。
　
鮮
”
秒
ン
コト齢
世
剛
′＝
４

毬
・と
は
ヽ
凱
しは

呼
貯
獣
の
鋭
旺
覗
は
慧
れ
製
の
輯
の
畷
な
り
、
暖
て
ピ
配
の
Ｉ
ど
が
し
、
貯
配
霜
の
崚
″
響
づ
け
て
＝
ぅ塁
ぅと
鮮
す
と

嗽
す
。
牛
簾
に
■
剰
の
着
流
を
嚇
す
が
戯
に
、
パ
量
ぅ量
ぅ

に
対
ざ
る
な
り
。
　
叶
響
′流
壁
と
は
ヽ
智
を
瞬
て
■
ぅ量
ピ

飛
ざ
る
こ
と
を
維
デ
。
智
献
赳
だ
流
ぜ
ざ
れ
ば
薙
に
帰
針
が
る
こ
と
を
嚇
す
。
　
麟
ピ叶
織
ノ耐
摯
と
は
、
嚇
グ
彗
げ
て

量
ぅ量
ぅ

に
規
ず
、
甦
に
鯖
伊
酔
論
の
際
に
軋
る
べ
き
が
る
こ
と
を
離
ず
。
計
ふ
こ
こ
ろ
は
欲
鵜
詭
利
だ
難
ま
ら
ず
、
覗

ぞ
量
ぅ■
ぅ

な
る
を
待
ん
。
　
鮮
流
聟
ノ湖
ハ慧
レ雌
耀
剛
′量
４

毬
す
と
は
ヽ
彊
の
鳳
の
■
ぅ■
ぅ

を
響
げ
て
瞬
て
式
剌
は

■
ぅ量
ぅ

に
飛
ざ
る
こ
と
を
議
す
。
鷹
智
は
団
康
に
し
て
甦
に
聾
る
べ
れ
尻
鯖
し
。
盤
に
鯖
輌
摯
と
ｒ
ふ
な
り
。

な
い
の
で
、
ど
う
し
て

「
上
上
」
で
あ
り
得
よ
う
か
、
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

と
は
、
佛

の
員

の

「
上
上

（智
と

を
拳
げ
て
、
以
て
二
乗
の
智
の
境
は

「
上
上
」

か
つ
至
極
で
あ
つ
て
、
こ
の
上
求
め
至
る
べ
き
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に



組
典

（吐
俎
噌
れ
た
乗

）

世
奪
。
無
″
有
ン
「
出
世
開
ノ
上

上
智

・。
四
智
′
漸
至
卜。
及
ビ
四

縁
ノ
漸
至
ト
ノ

，
と

無
漸

至
′

法
バ是
レ
出
世
閲
ノ
上
上
智
ナ
，
Ｏ

経
典
訓
讀
文

世
奪
。
出
世
間
の
上

上

智
有
る

こ
と
鰹
し
。
Ｐ
智
の
耐
ゴ
と
、
財

び
四
縁
の
漸
至
と
の
み
な
り
。
無

ぜ
ん
し
　
　
　
に
う
　
　
一ヽ
　
　
　
し
ゆ
つ
せ
け
ん
　
じ
よ
う
し
よ
う

漸
至
の
法
は
是
れ
出
世
間
の
上
上

智
ち

な
り
。

〔第

一
義
智
は
二
乗
の
分
に
非
ず
〕
（現
代
語
詳
）

公
こ

（無
邊
聖
諦
章
の
）
第
二
に
、
世
尊
か
ら
以
下
は
、
第

一
義
智

（佛
の
組
封
智
）
は
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

そ
の
中
に
つ
い
て
六
つ
の
句
が
あ
り
ま
す
。
（こ
の
六
つ
の
句
は
、
二
句
で

一
つ
の
封
と
し
、
）
合
せ
て
三
つ
の
封
句
と
し
ま
す
。

第

一
に
、
「
是
」
と

「
非
」
と
を
封
句
で
示
し
、
第

一
義
智
は
佛

の
智
慧
で
あ
り

（「是
し
、
二
乗
の
智
慧
で
は
な
い

∩
非
し

と

説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
世
奪
。
無
二
の
聖
一諦
智
を
以
て
か
ら
以
下
は
、
「
是
」
と

「
非
」
と
を
封
句
で
示
し
て
、　
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

先

に

「
非
」
の
理
由
を
澤
き
明
し
、
後
に

「
是
」
の
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

正
説
　
第
六
・
無
邊
聖
諦
章
　
　
　
一
九
五

経
典
現
代
語
課

「
世
箪
よ
。
公
一乗
は
）
出
世
間
の
こ
の
上
な
い
智
慧
を
有

つ
て
ゐ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
（有

つ
て
ゐ

る

の
は
）

漸
至

（更
に
求
め
至
る
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
）
の
四
智
と
、

漸
至
の
四
縁

（有
作
の
四
聖
諦
）
の
み
で
あ
り
ま
す
。
無
漸

至

（既
に
至
極
に
到
達
し
て
ゐ
る
こ
と
）
の
法
は
、　
こ
れ
は
、

出
世
間
の
上
上
智
で
あ
り
ま
す
。
」



一
九
六

第
二
に
、
世
尊
。
若
し

一
妹
の
…
…
を
壊
す
る
は
か
ら
以
下
は
、
「
是
」
と

「
非
」
と
を
封
句
で
示
し
て
、
結
び
の
説
明
を
し
ま

す
。
先
に

「
是
」
の
結
び
の
説
明
を
し
、
後
に

「
非
」
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

皆
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

世
尊
従
り
以
下
、
第
三
に
第

一
義
智
は
其
の
分
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
す
。
　

中
に
就
き
て
六
句
有
り
。
合
し
て
三
雙
と

篤
す
。

孵
コちに
は
難
べ
て
ぎ
ポ
を
腱
げ
て
、
新
ぃｔ隷
智
は
さ
れ
鷹
な
り
、
尉
剰
に
増
ず
と
嚇
す
。

ま
に
　
　
せ
そん　
も
つ
む
に　
しう
ま
ち
よ
　
い
げ
　
なら　
　
ぜ
ひ
　
単
■
。
舛
に
ポ
を
離
び
律
に
ぎ
を
機
す
。

第
二
に
は
世
専
。
以
”無
二
′聖
諦
智
・フ徒
り
以
下
、
雙
べ
て
是
非
を
繹
十

だ
な
ん　
　
せ
そん　
も
　
え　
　
い
〓
い　
　
　
よ
　
い
げ
　
なら　
　
せ
ひ
　
〓

す
。
禁
に
ぜ
を
譲
し
究
に
ガ
を
謹
す
。

第
二
に
は
世
尊
。
若
ン壊
一ル
ニ
切
′…
…
・フ従
り
以
下
、
雙
べ
て
是
非
を
結

鵠
貯
つ予
し
。

経
典

（薪
針
憾
岬
れ
た
）

世
奪
。

金
剛
喩
者
卜
。^

是
レ

第

一
義
智
ナ
ツ０
　
世
奪
。
非
▼

馨
聞

・
縁
覺
′
不
”
断
ゴ
無
明

住
地
↓初
′
聖
諦
智
６

是
レ第

緩
典
訓
讀
文

世
阜
。
金
剛
喩
と
は
、
是
れ
第

一

義
智
な
り
。
　

世
算
。
馨
聞

・
縁

覺
の
無
明
住
地
を
断
ぜ
ざ
る
初
め

の
聖
諦
智
は
、
是
れ
第

一
義
智
に

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。

金
剛
石
に
喩

へ
ら
れ
た
佛
智
と
は
、　
第

一
義

智

（佛
の
絶
封
智
）
で
あ
り
ま
す
。
　

世
算
よ
。
馨
聞
や
縁

覺
の
人
々
が
、
ま
だ
無
明
住
地
を
断
ち
切
つ
て
ゐ
な
い
段

階
で
の
初
め
の
四
聖
諦
を
さ
と
る
智
慧
は
、
第

一
義
智
で



一
義
智
上二〇

世
奪
。

以
ン
無
ニ
ノ
聖
諦
智
・フ

断
メ
諸
′
住
地
・フ。
　

世
奪
。

如
末

・
應

・
等
正
覺

。^
非
メ

一
切
ノ
馨
聞

・
縁
覺
′
境
界
一。

不
思
議
′
室
智
フ以
断
メ
一
切
′

煩
悩
蔵
一，。

世
奪
。
若
シ
壊
一
ル
ハ
一
切
′
煩

悩
蔵
・フ究
寛
ノ智
ナ
リ０
是
ヮ名
ン
タ

第

一
義
智
・卜。　
初
′聖
諦
智
バ

非
メ
究
党
′
智
一。
向
ク
′
阿
将

多
羅
三
貌
三
菩
提
一智
ナ
ι

非
ず
。

せ　そん　　む
　に　　　しようたいち　　も
つ　もらもろ

世
奪
。
無
二
の
聖
諦
智
を
以
て
諸

の
齢
理
を
明
す
。
　
ビ
鎌
。
妍
葱

・
應

・
等
正
覺
は
、　
一
切
の
撃
聞

・
続
製
の
嚇
鷺
ビ
撹
ず
。
村
辟
謝

の
肇
智
を
も
つ
て
一、、っ妹
の
魔
離
両

を
蹴
ず
。

世
奪
。
若
し

一
切
の
煩
悩
蔵
を
壊

す
る
は
究
党
の
智
な
り
。
是
を
第

一
義
智
と
名
づ
く
。
　

初
め
の
聖

諦
智
は
究
克
の
智
に
非
ず
。
阿
褥

多
羅
三
貌
三
菩
提
に
向
ふ
の
智
な

ム＝′。

は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

「
世
奪
よ
。
公
一乗
は
有
作
の
）
四
聖
諦
を
さ
と
る
無
二
の

智
慧
を
も
つ
て
諸
々
の
住
地

（四
住
地
）
の
煩
悩
を
断
ち
切

り
ま
す
。
　

世
箪
よ
。
如
末

・
應
供

。
等
正
覺
の
到
逹
し

て
ゐ
る
境
地
は
、　
一
切
の
馨
聞
や
縁
覺
の
境
地
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
不
思
議

の
室

智

（す
べ
て
の
現
象
は
因
縁
の
所
生

で
あ
つ
て
固
定
的
賞
饉
は
な
い
と
悟
る
智
慈
）
に
よ
つ
て
、　
一

切
の
煩
悩
蔵

（佛
性
を
覆
つ
て
ゐ
る
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
）
を
断
ち

切
り
ま
す
。
」

「
世
奪
よ
。
若
し

一
切

の
煩
悩
蔵
を
う
ち
壊
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
そ
れ
は
究
党
の
智
慧
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
第

一
義
智
と
名
づ
け
ま
す
。
　

公
一乗
の
）
初
め
の
四
聖
諦

を
さ
と
る
智
慧
は
、
究
党
の
智
慧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿

将
多
羅
三
貌
三
菩
提

（無
上
絶
封
の
悟
り
）
に
向
つ
て
行
く

智
慧
で
あ
り
ま
す
。
」

正
説
　
第
六

。
無
邊
聖
諦
章
　
　
　
一
九
七



一
九
八

〔御
語
澤
〕
（現
代
語
詳
）

金
剛
と
は
、
佛
の
智
慧
に
喩

へ
る
と
し
ま
す
。
　

散
ろ

の
住
地
を
断
ず
と
は
、
四
住
地
の
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

鋭
鵬
と
は
彊
に
嚇
ふ
と
が
す
。　
配
ス計
ぁ齢
墟
・フと
は
群
は
く
鴎
ぽ
が
な
り
。

〔
聖
の
義
は
二
乗
の
分
に
非
ず
〕
（現
代
語
詳
）

（四
）

（無
邊
聖
諦
章
の
第
四
に
、
）
「
聖
」
の
員
の
意
義
は
、
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
（員
の

「
聖
」
の
意
義
は
）
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
、
直
ち
に
読
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
有
量

（量
り
得
る
功
徳
）
と
及
び
少
分

（
一
部
分
の
功
徳
）
と
を
拳
げ
て
、
右
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

世
輔
。
墾
ゎポ
よ
征
り
喋
Ｗ
ヽ
製
が
デ
対
の
先
に
対
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。
餌
ザ
ゴ
な
り
。

舞
一、、ちに
薩
ち
に
対
の
先
に
対
ざ
る
こ
と
を
欧
す
。

霧
ゴ
に
都
到
と
及
び
燃
先
ど
を
響
げ
て
雛
が
が
す
。

貯
つ
菅
し
。



経
典

（罐
わ
罐
隷
仁
乗
）

世
奪
。
聖
′
義
ト
パ者
非
プ
一
切
ノ

馨
聞

。
縁
覺
一。

馨
聞

・
縁
覺
ハ成
二就
ス有
量
ノ

功
徳
・，。
馨
聞

・
縁
覺
ハ
成
二

就
ス少
分
ノ
功
徳
・フ。
故
二名
け
，

之
フ
篤
い
ノ
ミ聖
卜０

経
典
訓
讀
文

ザ
囀
。
製
ゲ
デ
と
は
ｐ
っ蹴

のし
場
融

・
縁
覺
に
非
ず
。

馨
聞

。
縁
覺
は
有
量
の
功
徳
を
成

就
す
。
馨
聞

・
縁
覺
は
少
分
の
功

徳
を
成
就
す
。
故
に
之
を
名
づ
け

て
聖
と
篤
す
の
み
。

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
″
聖
″
と
い
ふ
語
の
員
に
意
味
す
る
内
容
は
、

一
切
の
馨
聞
や
縁
覺
の
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

只
世
奪
よ
。
）
馨
聞
や
縁
覺
は
量
り
得

る
功
徳
を
成
就
し

ま
す
。
馨
聞
や
縁
覺
は

一
部
分
の
功
徳
を
成
就
し
ま
す
。

そ
れ
故
に
、
（有
量

・
少
分
の
）
功
徳
を
名
づ
け
て

″
聖
″

と
篤
す
だ
け
で
あ
り
ま
す
。
」

〔諦
は
二
乗
の
分
に
非
ず
〕
（現
代
語
詳
）

（五
）

（無
邊
聖
諦
章
の
）
第
五
に
、
聖
一諦
と
は
か
ら
以
下
は
、
「
諦
」
（員
理
）
は
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
印
ち
二
つ

あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
「
諦
」
は
、
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
、
直
ち
に
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
「
諦
」
は
、
如
末
の

「
諦
」
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

襲
認
Ｐ
者
行
り
卵
Ｗ
、
舞
ｒ
に
講
は
難
の
先
に
な
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。
鴫
ザ
ｒ
む
り
。

正
説

。
第
六
　
無
邊
聖
諦
章
　
　
　
一
九
九



一
一８

第

一
に
直
ち
に
其
の
分
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
す
。

舞
ゴ
に
さ
れ
妍
鷲
の
講
な
る
こ
と
を
嚇
す
。

〔諦
は
二
乗
の
分
に
非
ざ
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（五
１
０
）

（諦
は
二
乗
の
分
に
非
ず
の
中
の
第

一
に
、
「
諦
」
は
二
乗
の
分
で
は
な
い
こ
と
を
、

諦
に
非
ず
と
は
、
苦
諦
と
集
諦
と
は
馨
聞

・
縁
覺
の

「
諦
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

馨
聞

・
縁
覺
の

「
諦
」
で
は
な
い
と
謂
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

北
【認
こと
は
ヽ
デ
。霧
ぽ
難
の
講
に
競
ず
。　
対
撹
メが
繊
一モと
は
、
計
は
く
潔
。選
は
難
の
話
に
撹
ず
。

経
典
現
代
語
課

経
典

（端
灘
こ
錬
嚇
”
に
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文

に̈
　
「″聖
諦
″
と
は
、
馨
聞
や
縁
覺
の
″諦
″
で
は
あ
り
ま
せ

墾
認
ど
は
ヽ
難
醜
・ん続
裂
の
話

聖
諦
卜
者^
。

非
メ
聾

聞

・
縁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

いに
　
　
ん
。
ま
た
、
馨
聞
や
縁
覺
が
成
就
す
る
功
徳
で
も
あ
り
ま

あ
ら
　
　
　
　
ま
た
し
よ
う
も
ん
　
え
ん
が
く
　
　
く
　
ど

，

非
ず
。
亦
聾
聞

・
縁
覺
の
功
徳

覺
′
諦
一。
亦
非
メ
馨

聞

・
縁

も
非
ず
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
。
」

覺
′
功
徳
一モ０

〔如
来
の
諦
な
る
こ
と
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（五
１
９

直
ち
に
説
明
し
ま
す
。）

翼
が
篠
に
も
撹
ず
と
は
ヽ
虎
講
と
運
講
と
は



（諦
は
二
乗
の
分
に
非
ず
の
中
の
）
第
二
に
、
「
諦
」
は
、
如
末
の

「
諦
」
で
あ

る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

経
典
を
御
覧
な
さ

（訓
讀
文
）

第
二
に
是
れ
如
爽
の
諦
な
る
こ
と
を
明
す
。
　

見
つ
可
し
。

経
典

（珈
誅
わ
嚇
貴
る
）
　

　

　

紅
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

世
奪
。
此
′諦
ハ如
末

・
應

。　
　
世
奪
。
此
の
諦
は
如
末

・
應

・
等

　

「
世
奪
よ
。　
こ
こ
に
い
ふ

″
諦
″
は
、

如
来

。
應
供

。
等

等
正
覺
初
始
，
覺
知
ッ。
然
ノ　
　
正

覺
初
始
め
て
覺
知
し
、
然
し
て
　
　
正
覺
が
最
初
に
覺
知
し
、
然
し
て
後
に
、
卵
の
殻
に
つ
つ

後
二篤
一
無
明
殻
蔵
′
世
間
一ノ０
　
　
後
に
無
明
穀
蔵
の
世
間
の
篤
に
、
　

　

ま
れ
て
ゐ
る
卵
の
中
身
の
や
う
に
、
無
明
に
つ
つ
ま
れ
て

開
現
シ
演
説
ッ玉
る
　
是
′
故
二　
　
開
現
し
演
説
し
た
ま
ふ
。
是
の
故
　
　
ゐ
る
世
間
の
人
々
の
た
め
に
、
こ
の

″
諦
″
を
如
末
が
初

名
ブ
タ
聖
諦
・卜。
　
　
　
　
　
　
　
　
に
製
認
ど
響
づ
く
。
　
　
　
　
　
　
　
め
て
明
ら
か
に
現
は
し
、
演
説
さ
れ
ま
す
。
こ
の
故
に
、

″
聖
諦
″
と
名
づ
け
ま
す
。
」

〔御
語
澤
〕
（現
代
語
詳
）

一諦
は
、
員
賓
を
審
ら
か
に
す
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
に
、
「
諦
」
は
佛
の
み
の
分
で
あ
つ
て
、　
二
乗
の
分
で
は
な

い
、
と
云
ひ
ま
す
。
　

そ
し
て

「
無
作
の
諦
」
（現
象
世
界
を
超
え
た
根
源
の
世
界
に
お
け
る
苦

・
集

・
滅

。
道
の
悟
り
）
も
ま
た
同
じ
く
佛

の
み
の
分
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
た
だ

「
有
作
の
諦
」
（現
象
世
界
に
お
け
る
苦

・
集

・
滅

。
道
の
悟
り
）
は
、
ど
う
し

て
一
一乗
の

正
読
　
第
六

。
無
邊
聖
諦
章
　
　
　
一
一〇

一



二
〇
二

分
で
は
な
い
の
で
せ
う
か
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
有
作
の
諦
」
と
い
つ
て
も
、
こ
れ
も
ま
た
如
末
が
深
く
到
達
し
て
を
ら
れ
る
こ
と
に

は
及
び
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
二
乗
の
分
で
は
な
い
、
と
云
ひ
ま
す
。
何
故
な
ら
ば
、
（火
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
）
―
―

こ
こ
に
言
ふ

と
こ
ろ
の
二
乗
は
、
「
有
作
の
四
聖
諦
」
を
観
得
し
て
三
界
の
煩
悩
を
断
ち
切
り
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
佛
の
方
便

で
あ
り
ま
す
。
賞

（究
極
の
教
Ｃ

に
つ
い
て
論
ず
る
な
ら
ば
、
「
有
作
の
四
聖
諦
」
を
観
得
し
て
三
界
の
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
は
、
正
し
く
七
地
よ
り

上
位

（八
地
以
上
の
菩
薩
）
の
篤
す
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

（訓
語
文
）

た
い
　
　
こ
　
　
　
し
ん
じ
つ
　
　
ぎ
　
　
　
な
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
こ
　
　
　
ぶ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
し
よ
う
　
　
ぶ
ん
　
　
あ
ら
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
し
か
　
　
　
　
む
　
き
　
　
　
た
い
　
　
ま
た
ま
た
し
か

一諦
は
是
れ
審
賓
を
義
と
篤
す
。
故
に
是
れ
佛
の
み
に
し
て
二
乗
の
分
に
非
ず
と
云
ふ
。
　

而
し
て
無
作
の
諦
も
亦
復
然

る
予
し
。
麟
ゲ
備
の
識
は
耐
ぞ
対
の
先
に
対
ざ
ら
ん
や
。
従
信
の
識
な
り
と
慇
ダ
対
妊
対
の
港
く
離
し
た
ま
ふ
に
は
好

か
ず
。
耀
に
対
の
先
に
規
ず
と
ガ
ふ
。
観
と
な
れ
ば
計
ふ
屏
″
壽
対
は
言
備
の
酔
識
を
酷
じ
て
式
刻
の
ま
を
師
ず
。
だ

せ
れ
が
蔭
な
り
。
昆
に
詳
き
て
話
を
評
さ
ば
、
ィ
伊
の
Ｐ
講
を
動
じ
て
載
獄
の
ま
を
鋸
ず
る
こ
と
は
、
理
し
く
毬
ぜ
の

二
に
が
り
。



第
七
　
如

末

蔵

章

〔如
来
蔵
章
の
来
意
並
び
に
科
段
分
け
〕

（現
代
語
詳
）

（乗
の
境
を
説
明
す
る
八
章
の
中
の
）
第
二
に
、
聖
一諦
と
は
か
ら
以
下
は
、
如
末
蔵
章
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
八
聖

諦
が
大
受
に

深
い
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
讚
歎
し
ま
す
。
前
章

（
の
無
邊
聖
諦
章
）
で
は
、
直
ち
に

（有
作
と
無
作
と
の
）
二
種
の
聖
諦
は

唯
如
末
の
み
の
分
で
あ
つ
て
、
二
乗
に
在
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
し
か
し
ま
だ
そ
の
意
味
の
奥
深
い
理
由
は
説
明

し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
こ
の
故
に
、
こ
こ
に
如
爽
蔵
を
拳
げ
て
、
二
種
の
聖
諦
を
讚
歎
す
る
こ
と
を
し
ま
す
。
今
日
、
こ
の
章
に
読
く
八

聖
諦
は
、
如
爽
蔵
を
読
き
ま
す
。
如
末
蔵
が
既
に
甚
深
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
印
ち
八
聖
諦
も
ど
う
し
て
甚
深
で
な
い
こ
と
が
あ
り
得

ま
せ
う
か
。
そ
れ
故
に
二
種
の
聖
諦
は
た
だ
如
来
だ
け
に
在
つ
て
、
二
乗
に
在
る
の
で
は
な
い
と
云
ひ
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て

分
け
て
五
つ
の
科
段
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
直
ち
に
如
末
蔵
を
畢
げ
て
、
八
聖
諦
が
大
憂
に
深
い
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
讚
歎
し
ま
す
。

第
二
に
、
若
し
無
量
の
…
…
に
於
て
か
ら
以
下
は
、
如
爽
蔵
と
法
身
と
を
撃
げ
て
、
八
聖
諦
を
信
ぜ
よ
と
勘
め
ま
す
。

第
二
に
、
是
の
如
く
知
り
難
く
解
し
難
き
は
か
ら
以
下
は
、
更
に
廣
く
八
聖
諦
の
名
稽
と
證
の
相

（す
が
た
）
と
を
説
明
し
ま
す
。

正
説
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
一〇
三



二
〇
四

第
四
に
、
是
の
如
く
無
作
の
四
聖
一誦
の
か
ら
以
下
は
、
無
作
の
四
聖
諦
は
た
だ
佛
だ
け
に
在
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

第
五
に
、
世
尊
。
壊
の
法
な
る
が
故
に
名
づ
け
て
苦
減
と
篇
す
に
非
ず
か
ら
以
下
は
、
（有
作
と
無
作
と
の
）
二
つ
の
滅
諦
を
比

較
考
察
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

駄
記

．
者
征
り
喋
ず
、
籍
ゴ
に
姑
対
面
載
が
り
。
だ
雲
認
げ
就
飛
を
難
ず
る
こ
と
を
が
す
。
二
に
は
離
ち
に
ゴ
齢
のし彗

講
は
囃
唐
れ
婿
蕪
の
み
に
し
て
卦
剰
に
が
る
に
飛
ず
と
嚇
す
。
融
れ
ど
も
利
だ
対
の
就
離
の
だ
嚇
を
嚇
さ
ず
。
き
の
耀

に
雌
に
対
葱
産
を
雪
げ
て
ゴ
議
の
製
認
ど
難
ず
る
こ
と
を
が
す
。
鋭
囃
の
雌
の
だ
講
は
婿
対
面
を
計
く
。
藤
簾
に
就
瀦

な
り
。
販
ザ
だ
尋

認
艶
瀦
な
ら
ざ
る
を
待
ん
や
。
配
に
ゴ
機
の
墾
繋
野
は
囃
妍
恐
に
″
り
て
尉
務
に
規
ず
と
ぶ
ふ
。

嘴
に
計
き
て
配
き
て
珂
動
と
鮮
す
。

籍
↓
に
離
ち
に
婦
鷲
産
を
響
げ
て
だ
当
講
グ
既
瀦
な
る
を
発
ず
。

新
ゴ
に
か
シぷ
ン鮒
鵬
′…
…
一行
り
喋
ず
ヽ
姉
鷲
所
と
灘
就
と
を
雪
げ
て
、
だ
彗
認
グ
咸
ぜ
よ
と
絣
む
。

籍
式
に
妊
″殿
′螺
”炒
り耀
蹴
ピ
ツ喋
プ
は
ヽ
僻
犀
く
だ
製
認
が
響
と
麟
構
と
を
嚇
す
。

籍
酔
に
妊
″慰
ノ霜
ゲ
′鴎
墓
話
′征
り
喋
ず
ヽ
鯖
ゲ
の
製
認
ぼ
嚇
備
に
秒
り
と
騨
す
。

孵
ｒ
に
世
輔
。
撹
メ嚇
′湖
カ
ガ盤
二綿
争
が
電
や
潔
・卜智
り
喋
ず
ヽ
ゴ
の
灘
講
を
継
齢
｝
。



（
こ
の
草
の
科
段
分
け
表
）

如
末
蔵
章

八ら
聖ヒ
諦t
のい

甚党
深:
な
る
を
歎た
ず

|

| | |
001-l

直
ち
に
甚
深
な
る
を
歎
ず

歎
を
澤
す

歎
を
結
す

二
、
八
聖
諦
を
信
ぜ
よ
と
研
む

ｌ

ｏ

絶
じ
て
二
種
の
聖
諦
を
唱
ふ

二
種
の
聖
諦
の
名
を
列
す

有
作

。
有
量
を
澤
會
す

有
作

。
有
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
繹
す

二
種
の
生
死
と
涅
槃
と
を
攀
げ
て
澤
す

無
作

。
無
量
の
聖
諦
を
澤
會
す

無
作

。
無
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
澤
す

ｌ

ｏ

―

ロ

三
、
八
聖
諦
の
名
と
證
相
と
を
明
す
―
１
０

１
ｍ

ｌ
”

ｌ
ｏ

ｌ
ω
　
絶
じ
て
二
種
の
聖
諦
を
結
す

四、八聖諦は佛のみ祭戴することを結す―［̈　り̈一い一一一一薇一

五
、
二
種
の
滅
諦
を
料
簡
す

正
説
　
第
七

・
如
末
蔵
章

二
〇
五



二
〇
六

ま
た
三
つ
あ
り
ま
す
。

〔
八
聖
一語
の
甚
深
な
る
を
歎
ず
〕

（現
代
語
詳
）
２

）

（如
末
蔵
章
の
）
第

一
に
、
如
末
蔵
を
學
げ
て
八
聖
諦
の
甚
深
で
あ
る
こ
と
を
讚
歎
す
る
中
に
つ
い
て
、

第

一
に
、
直
ち
に
八
聖
諦
が
甚
深
で
あ
る
こ
と
を
讚
歎
し
ま
す
。

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
讚
歎
す
る
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
如
来
蔵
虚
か
ら
以
下
は
、
讃
歎
す
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

察
式
に
妊
恐
面
を
響
げ
て
だ
彗
講
び
既
毅
な
る
を
難
ず
る
に
詳
き
て
水
〓
が
り
。

孵
↓
に
薩
ち
に
既
涎
な
る
を
難
ず
。

籍
ゴ
に
耐
フ暖
；
盤
二征
り
喋
Ｗ
ヽ
期
を
機
ず
。

籍
載
に
妊
燕
薔
戯
征
り
卵
Ｗ
ヽ
軸
を
組
す
。

〔直
ち
に
甚
深
な
る
を
歎
ず
〕

（
一
１
０
）

⌒な
が
鏑
漸
江
¨
朴
“
汰
行
の『嘔
解
）譴
孵
嘲
炒
嶋
跨
）

経
典

（植
れ
た
建
畔
）
　
　
　
　
組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

聖
諦
卜
者^
。
読
ン甚
深
′義
・フ。　
　
聖
諦
と
は
、
甚
深
の
義
を
読
く
。
　
　
「聖
諦
と
は
、
甚
深
の
意
味
を
説
き
ま
す
。
（聖
諦
は
）
徴

微
細
ラ
難
り
知
ッ。
非
メ思
量
′　
　
微
細
に
し
て
知
り
難
し
。
思
量
の
　
　
妙
で
奥
深
く
て
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は



境
界
一。
是
レ智
者
′
所
知
ナ
リ０

一
切
世
聞
ノ所
け
，
不
”
能
い
信

戯
鷺
げ
魏
ず
。
慰
れ
智
春
の
臓
鯖

な
り
。　
一、、っ妍
ビ
配
の
任
ず
る
こ
と

歓
は
ざ
る
屏
が
り
。

思
ひ
量
る
こ
と
が
で
き
る
境
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
智
者

（佛
）
の
知
る
所
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は

一
切
世

間
の
人
々
の
信
じ
る
こ
と
の
で
き
な
い
所
で
あ
り
ま
す
。
」

〔歎
を
澤
す
〕

（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
）

（八
聖
諦
の
甚
深
な
る
を
歎
ず
る
中
の
第
二
に
、
讚
歎
す
る
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
）

此
は
甚
深
な
る
如
来
の
強
を
設
け
ば
な
り
と
は
、
そ
の
意
味
は
、
八
聖
諦

（有
作
と
無
作
と
の
苦
・
集
・
減

。
道
の
四
聖
諦
）
に
於
て

如
末
蔵
を
説
く
こ
と
を
言
ひ
ま
す
。
　

聖
諦
の
義
を
読
く
と
は
、
此
の
八
聖
諦
は
、
如
末
蔵
に
依
つ
て
読
く
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

雌
ハ乱
ンパす
就
漑
ん
婿
棘
′之
蕩
・フと
は
ヽ
計
ふ
こ
こ
ろ
は
だ
講
に
燃
て
妊
鷲
産
を
計
く
な
り
。　
譜
ン駄
ぅ認
ノギ
・フと
は
、

雌
の
だ
講
は
妍
蕪
産
に
促
り
て
計
く
こ
と
を
嚇
す
な
り
。

経
典

（歎
を
澤
す
）
　
　

　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

な
に　
も
つ　
　
ゅ
み
　
　
これ
　
χ

配
な

　

「
何
故

（聖
諦
は
甚
深
な
の
）
で
せ
う
か
。
こ
れ
は
甚
深
の

何
フ
以
，
′
故
ら
此

読^
み
す
甚
　
　
何
を
以
て
の
故
に
。
此
は
甚
深

深
ナ
ル如
末
′
蔵
・ヮ。
如
末
蔵
ト
バ　
　
る
如
末
の
蔵
を
説
け
ば
な
り
。
如
　
　
如
末
の
蔵
を
説
く
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
如
末
蔵
と
は
、
是

者
是
レ如
末
ノ境
界
ナ
ツ
０
　
非
メ
　
　
爽
蔵
と
は
是
れ
如
末
の
境
界
な
り
。
　

れ
は
如
来
の
境
界
で
あ
り
ま
す
。　
一
切
の
馨
聞
や
縁
覺
の

正
説
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
一〇
七



二
〇
八

一
切
馨
聞

・
縁
覺
ノ
所
知
一。
　

　

一
妍
難
敵

・ん
繊
蒙
の
所
知
に
非
ず
。
　

知
る
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
如
爽
蔵
の
虎

（道
理
）
に
お
い

如
末
蔵
虎
昼

，
読
ン
聖
諦
′義
一。
　

如
末
蔵
虎
に
お
い
て
聖
諦
の
義
を
　
　
て
聖
諦
の
意
味
を
読
き
ま
す
。
」

読
く
。

〔歎
を
結
す
〕

（現
代
語
詳
）

（
一
―
口
）

（八
聖
諦
の
甚
深
な
る
を
歎
ず
る
中

の
第
三
に
、
讚
歎
す
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
）

如
来
蔵
虚
甚
深
な
る
が
故
に
聖
一諦
も
亦
甚
深
な
り
と
説
く
と
は
、
無
作
の
滅
諦

（三
界
を
超
え
た
本
源
の
世
界
に
お
け
る
滅
諦
）
は
印

ち
如
末
蔵
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
に

（無
作
の
滅
諦
は
）
甚
深
で
あ
り
ま
す
。

（有
作
と
無
作
と
の
）
二
つ
の
苦
諦
と
二
つ
の
集
諦

は
、
能
く
此
の
如
末
蔵
を
隠
し
も
つ
こ
と
が
で
き
、

（有
作
と
無
作
と
の
）
二
つ
の
道
諦
と

（有
作
の
）

一
つ
の
滅
諦
は
、　
能
く
此

の
如
末
蔵
を
順
現
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
如
来
蔵
が
隠
れ
た
り
顧
は
れ
た
り
す
る
理
由
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
困
難
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
（八
聖
諦
は
）
ま
た
皆
甚
深
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

婿
鷲
蘭
戯
批
洸
ナ多
概
二譜
ン襲
ぅ語
モぶ
概
既
・ナツトと
は
、
鮮
行
の
潔
講
は
師
ザ
姑
対
面
な
り
。
デ
孵
に
就
離
な
り
。
耐
讃

耐
ぅ気
ぅは
静
く
ば
の
面
を
ば
し
、
ゴ
澤
ぃち灘
は
静
く
ば
の
面
を
馳
は
す
。
販
ザ
難
の
ぼ
配
の
が
嚇
は
嘘
ら
め
螺
き
が
耀

に
、
だ
齢
就
瀦
な
り
。



経
典

（歎
を
結
す
）

如
末
蔵
虎
甚
深
ナ
ルガ
故
ュ
説
ン

聖
諦
モ亦
甚
深
一ナリ
と

徴
細
，

難
”
知
り
。
非
メ
思
量
ノ境
界
一。

是
レ智
者
ノ
所
知
ナ
ツ
０　
一
切
世

間
′
所
昨
り
不
ゆ
能
い
信
ズ
ル‥

〔
八
聖
諦
を
信
ぜ
よ
と
動
む
〕

（現
代
語
詳
）

公
し

（如
末
蔵
章
の
）
第
二
に
、
若
し
無
量
の
…
…
に
於
て
か
ら
以
下
は
、　
如
末
蔵
と
及
び
法
身
と
を
學
げ
て
、　
八
聖
諦
を
信
ぜ
よ
と

勘
め
ま
す
。
　

衆
生
は
、
八
聖
諦
は
甚
深
で
、
た
だ
佛
の
境
界
で
あ
る
と
聞
い
て
、
直
ぐ
に
次
の
や
う
に
謂
ひ
ま
す
。
…
…
若
し
さ

う
な
ら
ば
、
如
末
で
な
け
れ
ば
八
聖
諦
を
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
ゐ
る
筈
が
な
い
。
そ
れ
で
は
ま
た
、　
一
證
誰
の
た
め
に
此
の

八
聖
諦
を
説
く
の
で
あ
ら
う
か
、
…
…
と
。
そ
れ
故
に
此
の
如
爽
蔵
と
及
び
法
身
と
を
撃
げ
て
、
八
聖
諦
を
信
ぜ
よ
と
勘
め
る
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
や
う
に
言
ひ
ま
す
。
―
―
無
作
の
滅
諦

（三
界
を
超
え
た
本
源
の
世
界
に
お
け
る
滅
諦
）
は
印
ち
如

末
蔵
で
あ
り
ま
す
。
此
の
如
末
蔵
が
順
現
す
れ
ば
法
身
と
な
り
ま
す
。
も
し
能
く
此
の
如
末
蔵
と
及
び
法
身
と
を
信
ず
る
こ
と
が
で

正
説
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
一〇
九

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

如
末
蔵
虎
甚
深
な
る
が
故
に
聖
諦

　

「
如
末
蔵
虎
が
甚
深
で
あ
る
故
に
、

聖
諦
も
ま
た
甚
深
で

も
亦
甚
深
な
り
と
説
く
。
徴
細
に
　
　
あ
る
と
説
き
ま
す
。

（如
末
蔵
虎
は
）
徴
妙

で
奥
深
く
て

し
て
知
り
難
し
。
思
量
の
境
界
に
　
　
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
思
ひ
量
る
こ
と

非
ず
。
是
れ
智
者
の
所
知
な
り
。
　

　

の
で
き
る
境
界
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
是
れ
は
智
者

（佛
）
の

一
妹
ぽ
配
の
信
ず
る
こ
と
能
は
ざ
　
　
知
る
所
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

一
切
世
間
の
人
々
の
信
ず

る
所
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
こ
と
の
で
き
な
い
所
で
あ
り
ま
す
。
」



一
三

〇

き
る
な
ら
ば
、
印
ち
能
く
此
の
八
聖
諦
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
を
信
ぜ
よ
と
勘

め
る
の
で
あ
り
ま
す
、

―
―
と
。
　

ま
た

一
方
、
如
末
蔵
は
既
に
是
れ
は
甚
深
で
あ
つ
て
、
衆
生
の
認
識
で
量
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
聞
い
て
、
衣
の
や
う

に
謂
ふ
で
あ
り
ま
せ
う
。
…
…
此
の
如
末
蔵
は
も
と
も
と
に
煩
悩
の
東
縛
を
超
腕
し
て
獨
り
そ
れ
自
證
が
清
浄
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

衆
生
の
心
で
は
量
り
得
な
い
境
界
で
あ
る
と
知
つ
た
、
…
…
と
。
そ
れ
故
に
次
の
や
う
に
説
明
し
ま
す
。
―
―
ま
た
此
の
如
末
蔵
は

隠
れ
て
煩
悩
の
中
に
在
つ
て
、
煩
悩
の
東
縛
か
ら
超
出
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
若
し
能
く

（如
末
蔵
が
煩
悩
の
中
に
）
隠

れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
道
理
を
疑
は
な
い
者
は
、
ま
た
能
く

（如
末
蔵
が
）
順
は
れ
て
ゐ
る
法
身
を
も
疑
ふ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
若
し

能
く
如
末
蔵
の
此
の
隠

（煩
悩
の
中
に
隠
れ
て
ゐ
る
）
と
願

（顧
は
れ
れ
ば
法
身
と
な
る
）
と
の
道
理
を
信
ず
る
も
の
は
、

印
ち
能
く
八

聖
諦
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
す
、
―
―
と
。
　
　
昔
日
に
は
、
（如
末
蔵
が
）
煩
悩
の
中
に
隠
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
道
理
は
説
明
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た

（有
作
と
無
作
と
の
）
二
つ
の
聖
諦
の
う
ち
、
た
だ

一
種
の

（有
作

の
）
聖
諦
だ
け
を
説
明
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
皆
方
便
の
説
で
あ
り
ま
す
。
　

こ
の
中
に
つ
い
て
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
如
爽
蔵
を
信
ず
る
こ
と
は
、
印
ち
法
身
を
信
ず
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
如
来
蔵
と
…
…
を
読
き
…
…
に
於
て
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
如
末
蔵
と
及
び
法
身
と
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
、

印
ち
八
聖
諦
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

如
末
蔵
は
、　
印
ち
既
に

（煩
悩
の
中
に
）
隠
れ
て
ゐ
ま
す
。

（隠
れ
て
ゐ
ま
す
か
ら
）
た
だ
如
末
蔵
に
つ
い
て
だ
け
で
は
信
じ
難
い

で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
故
に
、
順
は
れ
た
時
の
法
身
を
と
り
拳
げ
て
き
て
、
（信
ぜ
よ
と
）
勘
め
る
こ
と
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。



（訓
讀
文
）

計
シ麟

， 鯖
測
′…
…
一管
リ
ガ
Ｗ
、
計
ゴ
に
婿
鷲
所
と
財
び
灘
就
と
を
雪
げ
て
、
だ
話
を
犠
ぜ
よ
と
誹
む
。
　
物
、し彗
講

は
勘
隠
に
し
て
囃
備
の
蟻
務
な
り
と
ば
き
て
ヽ
ほ
ザ
識
へ
り
。
ぶ
ら
ば
肌
ザ
か
し
妊
恐
に
規
ず
し
て
は
額
て
儲
ず
鷹
き

ひ
と
鮮
し
。
燦
に
従
識
が
筋
に
耐
も
岬
の
識
を
計
か
ん
や
と
。
Ｆ
孵
に
は
の
婿
鷲
所
と
財
び
灘
就
と
を
雪
げ
て
融
ぜ
よ

と
絣
む
。
げ
は
く
鯖
備
の
灘
講
は
説
ザ
妊
鷲
所
な
り
。
雌
の
面
の
融
は
る
る
を
離
就
と
評
す
。
か
し
ぼ
く
ば
の
妊
鷲
藤

と
麟
び
澪
就
と
を
犠
ぜ
ば
、
臨
ザ
静
く
ば
の
だ
講
を
融
ず
。
Ｐ
孵
に
な
を
融
ぜ
よ
と
餅
む
る
な
り
と
。
　
群
妍
鷲
所
は

簾
に
き
れ
就
配
に
し
て
謎
の
封
る
屏
ぽ
栽
ず
と
ば
き
て
ヽ
観
ザ
ぼ
の
姑
対
面
は
醸
に
ま
黙
を
む
え
て
獄
り
餞
げ
瀧
ぅじ罰

な
り
、
配
に
炒
り
ぬ
謎
の
嶽
鷺
ば
射
ず
と
識
へ
り
。
デ
孵
に
、
パ
雌
の
姑
獄
面
は
ぼ
れ
て
席
離
の
軽
に
♂
り
、
ま
界
を

げ
で
た
る
に
飛
ず
、
か
し
静
く
航
の
デ
を
興
が
こ
と
鮮
き
器
は
ヽ
水
静
く
離
の
洋
射
を
も
難
♂
こ
と
鮮
し
ヽ
か
し
静
く

雌
の
ぼ
蔵
の
デ
を
犠
ず
る
も
の
輔
ザ
静
く
だ
識
を
犠
ず
る
を
、
嗽
す
。
　
韻
醜
に
は
、
ど
は
ま
の
輯
に
ひ
り
と
嗽
さ
ず
。

難
ゴ
の
製
認
げ
嘴
に
囃
ぃ「
機
の
製
認
け
み
を
嚇
す
。
齢
さ
れ
が
ほ
の
認
な
り
。
　
輯
に
計
き
て
水
ゴ
を
り
。

孵
↓
に
前
を
犠
ず
る
こ
と
叫
ザ
湖
射
を
犠
ず
る
こ
と
を
嚇
す
。

孵
ｒ
に
燃
”譜
卦婿
棘
蕩

・
卜
…
島

‥
…
二
征
り
喋
Ｗ
ヽ
理
し
く
静
く
妍
鷲
藤
と
麟
び
澪
射
と
を
儲
ず
る
ひ
と
は
叫
ザ
だ

識
を
儲
ず
鷹
き
こ
と
を
嚇
す
。

前
は
叫
ザ
簾
に
さ
れ
朧
な
り
。
麟
藤
に
計
き
て
は
韓
か
る
予
し
。
Ｐ
嚇
に
配
の
嚇
の
灘
就
を
離
へ
Ｔ
り
て
蕩
む
る
を
評

正
説
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一一
一
一



す
な
り
。

紅
典
（Ｍ諦批
縮ぜ）

若
シ於
”
無
量
′
煩
悩
蔵
二所
ゆ
ル

纏
セ
如
末
蔵
一。
不
ン
疑
惑
一者
ハ。

於
，

モ出
ン
ル無
量
′
煩
悩
蔵
・，法

身
上二亦
無
ン
疑
惑
¨

於
ツ
説
ン
ト
如
末
蔵
卜
・如
末
′
法

身
ト
ノ
不
思
議
ノ佛
境
界
一フ。
及
‘

方
便
ノ
説
卦
；

心
二
得
ン
ル
決

定
一ヮ者
６
　
此
＾
則
チ
信
三
解
ス

説
ン
「
三
一聖
諦
′
義
・ヮ。

紅
典
訓
讀
文

若
し
無
量
の
煩
悩
蔵
に
纏
せ
ら
る

る
如
末
蔵
に
於
て
、
疑
惑
せ
ざ
る

者
は
、
無
量
の
煩
悩
蔵
を
出
で
た

る
灘
就
に
対
て
も
蒸
ば
ま
鮮
し
。

如
末
蔵
と
如
来
の
法
身
と
の
不
思

議
の
佛
境
界
を
読
く
と
、
及
び
方

ほ
の
議
と
に
麻
て
、
蜃
ぽ
漂
赴
″

伊
た
る
器
は
、
」
は
販
ザ
式
彗
講

の
デ
を
計
く
こ
と
を
儲
ぼ
す
。

一
一
一
二

紅
典
現
代
語
課

「
も
し
、

量
り
知
れ
な

い
は
ど
敷
多
く
の
煩
悩
に
纏
り
つ

か
れ
て
ゐ
る
如
末
蔵
に
つ
い
て
、
疑
惑
を
持
た
な
い
者
は
、

量
り
知
れ
な
い
は
ど
数
多
く
の
煩
悩
か
ら
超
出
し
願
は
れ

た
法
身
に
つ
い
て
も
、
ま
た
疑
惑
を
持
ち
ま
せ
ん
。
」

「
如
末
蔵
と
如
末
の
法
身
と
の
不
可
思
議
な
佛

の
境
界
を

読
く
こ
と
と
、
及
び
方
便
を
説
く
こ
と
と
に
つ
い
て
、
心

に
疑
ひ
を
抱
か
ず
確
信
を
得
た
者
は
、
こ
の
人
は
そ
の
ま

ま

（有
作
と
無
作
と
の
）
二
種
の
聖
諦
の
道
理
が
説
か
れ

る
こ
と
を
信
じ
理
解

い
た
し
ま
す
。
」

〔
八
聖
一語
の
名
と
饉
相
と
を
明
す
〕

（現
代
語
詳
）

（一こ

（如
末
蔵
章
の
）
第
三
に
、
是
の
如
く
知
り
難
く
か
ら
以
下
は
、
八
聖
諦
の
名
と
證
の
相

（す
が
た
）
と
を
出
し
ま
す
。
上
述
で
は
、

直
ち
に
二
種
の
聖
諦
と
だ
け
稗
し
ま
し
た
が
、
但
し
ま
だ
そ
の
二
種
の
聖
諦
の
名
と
證
の
相
と
を
は
つ
き
り
顧
は
さ
な
か
つ
た
の
で
、



こ
こ
に
改
め
て
廣
く
こ
れ
を
説
明
し
ま
す
。
　

こ
の
中
に
つ
い
て
ま
た
分
け
て
八
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
絶
括
し
て
二
種
の
聖
諦
を
口
に
出
し
て
た
た

へ
ま
す
。

第
二
に
、
何
等
を
か
二
聖
一諦
の

（義
）
を
読
く
と
篤
る
や
か
ら
以
下
は
、
二
種
の
聖
諦
の
名
を
列
學
し
ま
す
。

第
三
に
、
有
作

（
の
聖
諦
）
と
有
量

（
の
聖
諦
）
と
を

一
つ
に
合
せ
る
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。
作
の
聖
諦
の
義
を
論
く
と
は
、

是
れ
有
量
の
聖
一語
の

（義
）
を
論
く
な
り
と
い
ふ
此
の
二
句
が
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。

第
四
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
有
作

。
有
量
と
名
づ
け
る
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
五
に
、
是
の
故
に
、
世
車
か
ら
以
下
は
、

（有
篤
と
無
篤
と
の
）
二
種
の
生
死
と
、
及
び

（有
餘
と
無
餘
と
の
）
二
種
の
涅
槃

と
を
學
げ
て
、
（聖
諦
に
有
作
と
無
作
と
の
）
二
種
の
聖
諦
が
あ
る
、
そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

第
六
に
、
無
作
の
聖
一諦
の
義
を
説
く
と
は
か
ら
以
下
は
、
無
作

・
無
量
の
聖
諦
を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
七
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
無
作

。
無
量
と
名
づ
け
る
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
八
に
、
是
の
如
く
か
ら
以
下
は
、
線
括
し
て
二
種
の
聖
諦
に
つ
い
て
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
語
文
）

妊
”慰
′鯉
”鮒
り借
リ
ガ
ず
ヽ
新
五
に
だ
話
の
グ
と
ば
が
と
を
餞
す
。Ｊ
ぅ対
は
離
ち
に
ゴ
』
の製
認
ど
継
ず
れ
ど
も
、
麟

し
未
だ
其
の
名
と
饉
相
と
を
順
は
さ
ざ
る
が
故
に
、
此
に
」腱
ら

に
廣
く
之
を
明
す
。
　

中
に
就
き
て
亦
分
ち
て
八
と
篤

す
。

正
読
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
一
三
二



二

一
四

孵
↓
に
結
じ
て
ｒ
齢
の
製
認
ど
町
ふ
。

第
二
に
何
等
フヵ月
”
ャ説
ント
ニ
聖
一諦
′
（義
￥
従
り
以
下
、
二
の
聖
諦
の
名
を
列
す
。

孵
式
に
が
信
稲
尉
を
機
堅
す
。
譜
ント
信^
′製
説
ノ、、デ
・フ者
。
〓
レ譜
ンナ，都
躍
ノ配
副
講
ズ
ギ
ン
と
い
ふ
雌
の
ゴ
ザ
通
な
り
。

第
四
に
何
フ以
テノ故
二従
り
以
下
、
有
作
有
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
繹
す
。

。
有
作
有
量
を
繹
會
す
〕
（現
代
語
詳
）
釜
一１
０
・
０

。
第
二

。
第
三
の
三
項
は
、
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

口
）

卜
」́

こ　
ゆ▲
　
せ
た
よ
　
い
げ
　
に
しゆ　
し；
じ　
１
　
に
しゆ　
ね
はん　
　
雪
げ
て
ヽ
ゴ
毬
の
製
認
札
る
こ
と
をし駿

第
五
に
是
ノ故
る
世
奪
従
り
以
下
、
二
種
の
生
死
と
及
び
二
種
の
涅
槃
と
を
“

す
。

孵
々
に
譜
ント
鮒^
ゲ
ノ墾
認
（ポ

・フ者
健
り
非
Ｗ
、
鯖
備
鮒
尉
を
離
す
。

新
毬
に
耐
フ曖
チ
耀
二ば
り
喋
Ｗ
、
鯖
伊
鮒
尉
と
響
づ
く
る
Ｐ
魔
を
機
が
。

孵
だ
に
妊
”慰
ノ管
り
喋
Ｗ
、
結
じ
て
ゴ
機
の
嬰
説
ど
議
す
。

〔線
じ
て
二
種
の
聖
一諦
を
唱
ふ

・
二
種
の
聖
一諦
の
名
を
列
す

（八
聖
諦
の
名
と
證
相
と
を
明
す
中
を
）
科
段
分
け
し
た
初
め
の
第

一

（訓
讀
文
）

耐
の
或
動
ぽ
貯
つ
菅
し
。



組
典
（鰍証枚
」範
の）

如
”
是
′難
″
知
ッ難
吟
解^
シ者
。

謂
夕
説
ン
フ挙
型
一ノ聖
諦
ノ義

・ヮ。

組
典
（ほ籠わ狸端）

何
等
ヮ
ヵ
篤
”
ャ
読
ン
ト
ニ
聖
諦
′

義
・フ。
謂
ク
読
卦
作
ノ聖
諦
′義

・フ。

説
ン
無
作
′
聖
諦
′義

・フ。

経
典
（精酢會．鮪
量）

説
ン
ト
ハ作
′
聖
諦
′義

・フ者
。
是
レ

説
ン
ナ
リ有
量
′
四
聖
諦
′義

・フ。

〔有
作

。
有
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
澤
す
〕

（現
代
語
課
）

（三
―
四
）

経
典
訓
讀
文

般
の
妊
く
炒
り
難
く
ば
し
鯉
き
は
ヽ

群
は
く
ゴ
の
製
認
が
ぎ
を
計
く
を

も
つ
て
な
り
。

紅
典
訓
讀
文

何
等
を
か
二
聖
諦
の
義
を
読
く
と

ぼ
る
や
。
群
は
く
備
の
製
認
が
デ

を
計
き
、
鮮
備
の
製
認
が
ぎ
を
計

紅
典
訓
讀
文

作
の
聖
諦
の
義
を
読
く
と
は
、
是

れ
郁
影
の
殴
肇
講
の
デ
を
計
く
な

ｈソ。

経
典
現
代
語
課

只
聖
諦
が
）
こ
の
や
う
に
知
り
難
く
、
理
解
し
難
い
の
は
、

な
ぜ
か
と
謂
ひ
ま
す
と
、
そ
れ
は
二
種
の
聖
諦
の
義
を
読

く
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

経
典
現
代
語
課

「
何
と
何
と
を
二
種
の
聖
諦
の
義
を
読
く
と
す

る
の
で
せ

う
か
。
そ
れ
は
有
作
の
聖
諦
の
義
を
説
く
こ
と
と
、
無
作

の
聖
諦
の
義
を
説
く
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
」

経
典
現
代
語
課

「
有
作
の
聖
諦
の
義
を
説
く
と
い
ふ
の
は
、
ま
さ
に
有

量

の
四
聖
諦

釜
一界
に
お
け
る
限
り
あ
る
苦

・
集

・
滅

。
道
）
の

義
を
読
く
の
で
あ
り
ま
す
。
」

正
説
　
第
七

・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
一
一
五



一
一
一
六

（
八
聖
諦
の
名
と
護
相
と
を
明
す
中
の
）
第
四
に
、
（有
作

。
有
量
と
）
名
づ
け
る
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

疑
間
を
出
し
て
言
ひ
ま
す
。
何
故
に
有
作

。
有
量
と
名
づ
け
る
の
で
せ
う
か
、
と
。
　

そ
の
理
由
を
澤
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
。
―
―

他
に
因
る
ひ
と
は
能
く

一
妹
の
苦
を
知
り
…
…
に
は
非
ざ
れ
ば
な
り
と
は
、
「
他
に
因
る
」
と
い
ふ
の
は
、
二
乗

（肇
聞
乗

・
縁
覺
乗
）

と
七
地
の
人
々
を
謂
ひ
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
此
の

「
他
に
因
る
人
」
は
、
三
界

（欲
界

・
色
界

・
無
色
界
）
の
内
と
外
と
の
雙
方
に

あ
る

一
切
の
苦
諦

・
集
諦

・
滅
諦

・
道
諦
を
知
つ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

２
一界
の
内
の
苦

・
集

・
滅

・
道
を
知
る
だ
け
で

あ
り
ま
す
。
）
そ
れ
故
に
、
そ
の
人
を
有
作

。
有
量
と
名
づ
け
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
そ

の
人

の
智
慧

で
照
し
見
る
員
理
も
ま
た
、
有

作

。
有
量
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

孵
酔
に
響
づ
く
る
を
機
す
。

興
げ
て
げ
は
く
ヽ
醍
を
唆
て
か
が
情
郁
露
と
響
づ
く
る
や
。　
　
構
び
て
げ
は
く
。
飛
世レび
り辟
”ヒ共
伊
二静
夕鮒
卸́
っ鷲
′

苦
一フ…
…
中ニ
ハと
は
、
他
に
因
る
と
い
ふ
は
謂
は
く
二
乗
と
七
地
と
な
り
。

言
ふ
こ
こ
ろ
は
此
の
他
に
因
る
人
は
能
く
三

獄
の
配
・メ
の
ぃ「頻
の
ぎ
・郊
。ぅ潔
・選
を
対
る
に
飛
ざ
る
な
り
。
耀
に
対
の
だ
を
言
備
。都
影
と
響
づ
く
。
デ
貯
に

対
の
離
胤
″
講
を
も
雄
が
伊
・税
義
と
絆
づ
く
る
な
り
と
。

経
典
（佑
群
所。
賄
援
離
銘
づ
）
　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

何
，
以
テ
′
故
ら

非
青
レが
，因
”
　

何
を
以
て
の
故
に
。
他
に
因
る
ひ

　

「
何
故

（有
作

。
有
量
と
名
づ
け
る
の
）
で
せ
う
か
。

自f



ヒ
ー
他
二能
夕
知
コ
一
切
′
苦
・フ。

断
″
一
切
′集

・フ。
　
證
三

切
ノ

滅
一ヮ。
修
一
ル
ス

一
切
ノ
道
″
。

と
は
能
く

一
切
の
苦
を
知
り
、　
一

切
の
集
を
断
じ
、　
一
切
の
滅
を
證

し
、　
一
切
の
道
を
修
す
る
に
は
非

ざ
れ
ば
な
り
。

ら
の
力
に
由
る
の
で
は
な
く
）、
他
の
力

に
頼
る
人
は

一

切

（三
界
の
内
外
と
も
に
）
の
音
を
知
る
こ
と
が
で
き
ず
、

一
切
の
集

（煩
悩
）
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
　
一
切

の
滅

（涅
槃
）
を
立
證
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
　

一
切
の
道

（苦

・
集
を
滅
す
る
佛
道
）
を
修
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
か

ら
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
二
種
の
生
死
と
涅
彙
と
を
畢
げ
て
澤
す
〕

（現
代
語
詳
）

公
二
ｌ
ｍ
）

（八
聖
諦
の
名
と
瞳
相
と
を
明
す
中
の
）
第
五
に
、
二
種
の
生
死

（有
篤
生
死
と
無
篤
生
死
）
と
二
種
の
涅
槃

（有
餘
涅
槃
と
無
餘
涅
槃
）

と
を
學
げ
て
、
（有
作
と
無
作
と
の
二
種
の
聖
諦
が
あ
る
こ
と
の
）
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

是
の
故
に
、
世
尊
。
有
篇
生
死
と
無
篤
生
死
と

（有
）
り
と
は
、
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―
境

（苦
・
集
・
滅

・
道
の
四
聖
諦
）

は
、
も
と
も
と

（教

へ
を
行
ず
る
）
人
に
附
き
従
つ
て
離
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
必
ず
有
作

（人
智
の
は
か
ら
ひ
の
世
界
）
と
、

無
作

（人
智
の
は
か
ら
ひ
を
超
え
た
絶
封
的
な
本
源
の
世
界
）
と
の
匡
別
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
生
死
も
ま
た
人
に
附
き
従
つ
て
離
れ
ず
、

す
な
は
ち

「
有
篤
生
死
」
と

「
無
篤
生
死
」
と
が
あ
り
ま
す
。
二
乗
と
七
地
の
人
を

「
有
篤

（因
果
に
よ
つ
て
生
滅
羹
化
す
る
も
の
）
の

人
」
と
名
づ
け
ま
す
。
分
段
生
死

（三
界
に
お
け
る
凡
夫
の
生
死
）
は
、
「
有
馬
の
人
」
に
よ
つ
て
理
解
さ
れ
る
生
死
で
あ
り
ま
す
。
八

正
説
　
第
七

・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
一
一
七



二
一
八

地
以
上
の
人
を

「
無
篤

（因
果
を
離
れ
生
滅
憂
化
し
な
い
常
住
組
封
の
も
の
）
の
人
」
と
名
づ
け
ま
す
。

憂
易
生
死

（三
界
を
超
え
た
世
界

に
お
け
る
聖
者
の
生
死
）
は
、
「
無
篤
の
人
」
が
そ
の
智
慧
に
よ
つ
て
照
し
観
る
生
死
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
に
、　
生
死
に
も

「有
篤

生
死
」
（分
段
生
死
）
と

「
無
篤
生
死
」
（憂
易
生
死
）
と
が
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
「有
篤
生
死
」
は
印
ち
、
有
量

（人
智
を
も

つ
て
量
る
こ
と
の
で
き
る
）
の
苦
諦

・
集
諦
で
あ
り
ま
す
。
「
無
篤
生
死
」
は
印
ち
、
無
量

（人
智
を
も
つ
て
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
）
の

苦
諦

。
集
諦
で
あ
り
ま
す
。
　

八
地
以
上
の
人
は
、
分
段
生
死
を
も
ま
た
能
く
照
し
観
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
但
し

（二
乗
と
）
七

地
の
人
は
、
ま
だ
憂
易
生
死
を
照
し
観
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
の
こ
と
に
鑑
み
る
が
故
に
、
そ
れ
に
因
つ
て
（有
馬
と
無
篤
と
の
）

匡
別
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。
　

涅
彙
も
亦
是
の
如
し
。
有
餘
と
及
び
無
餘
と
あ
り
と
は
、
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―

境

（苦

・
集
。
滅
。
道
の
四
聖
諦
）
と
生
死
と
は
、　
皆

（教

へ
を
行
ず
る
）
人
に
附
き
従
つ
て
離
れ
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

の
人
に
従
つ
て
名
づ
け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
悟
り
で
あ
る
涅
槃
も
ま
た
、　
そ
れ
を
得
た
人
に
従
つ
て
、　
印
ち

「
有
餘
涅
槃
」
。

「
無
餘
涅
槃
」
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
二
乗
と
七
地
の
人
を

「有
餘

（身
心
の
東
縛
を
離
れ
て
ゐ
る
が
、
な
ほ
磯
れ
を
残
し
て
ゐ
る
状
態
）

の
人
」
と
名
づ
け
、
有
餘
の
人
が
得
た
悟
り
を

「有
餘
涅
槃
」
（人
智
を
も
つ
て
量
る
こ
と
の
で
き
る
涅
槃
）
と
名
づ
け
ま
す
。　
如
末
を

「
無
餘

（身
心
と
も
に
機
れ
を
残
し
て
ゐ
な
い
状
態
）
の
人
」
と
名
づ
け
、
無
餘
の
人
の
得
た
悟
り
を

「
無
餘
涅
槃
」
（人
智
を
も
つ
て
量
る

こ
と
の
で
き
な
い
涅
槃
）
と
名
づ
け
ま
す
。
「有
餘
涅
槃
」
は
印
ち
、
有
量
の
減
諦

。
道
諦
を
飛
ね
て
を
り
、
「
無
餘
涅
槃
」
は
印
ち
、

無
量
の
滅
諦

・
道
諦
を
兼
ね
て
ゐ
ま
す
、
―
―
と
。

（訓
語
文
）



射
ゴ
に
ゴ
毬
の
曇
規
と
Ｐ
戦
と
を
雪
げ
て
群
が
鮮
す
。

ぜ
ノ耀
ら
ず
輔
０
（が
３

が
ず
曇
姓
卜鮮
ず
曇
残
・卜と
は
ヽ
嶽
ぽ
療
に
だ
に
は
げ
て
雌
ザ
イ
信
。
鯖
備
の
圧
粋
り
。
耀
に

畳
魂
も
雄
足
に
は
げ
て
叫
ザ
イ
計
曇
残

・
鮮
鮮
曇
残
粋
る
な
り
。
一
鶏
と
社
が
と
を
″
計
の
だ
と
響
づ
く
。
先
既
曇
残

は
き
れ
ィ
鮮
の
規
の
臓
炒
な
り
。
だ
ぜ
眺
■
を
鮒
計
の
だ
と
響
づ
く
。
戴
荻
曇
残
は
さ
れ
鮮
計
の
だ
の
腱
陽
が
り
。
盤

に
″
鮮
曇
残
・
鯖
鮮
曇
建
と
だ
ふ
な
り
。
が
鮮
畳
残
は
臨
ず
慧
れ
都
罰
の
警
。
気
が
り
。
鯖
鮮
曇
残
は
叫
ザ
さ
れ
鮒
到

の
督

・
気
が
り
。
　
だ
ぜ
酬
場
は
ふ
静
く
鏡
既
畳
残
を
鷹
す
。
雌
し
社
が
の
だ
だ
戴
顔
曇
歿
を
鷹
さ
ざ
る
に
詳
く
が
耀

に
、
Ⅳ
り
て
肛
と
が
す
な
り
。
　
ど
戦
モ雄
妊
″慰
‘

が
鮮
卜麟
ピ鯖
鮮
ウ
リと
は
ヽ
嶽
ど
畳
残
と
馘
だ
に
は
げ
て
響
を
待
。

配
に
ど
戦
も
パ
離
識
が
だ
に
は
♂
叫
ザ
ィ
ギ
・
鮮
計
の
ｒ
餞
粋
る
な
り
。
珊
剰
と
社
が
と
を
か
計
の
だ
と
響
づ
け
ヽ
タ

無
餘
涅
槃
は
印
ち
無
量
の
滅

・
道
を
彙
ね
た
り
。

経
典
現
代
語
鐸

こ
の
躍
に
、
ど
鏡
。
ィ
が
畳
建
と

結
鮮
畳
建
と
か
り
。
ど
戦
も
パ
慰

の
だ
し
。
ィ
計
と
麟
び
鮮
計
と
あ

メ
ロ
′
。

只
二
乗
と
七
地
と
を
有
作

。
有
量
と
名
づ
け
ま
す
。
）
こ

の
故
に
、
世
奪
よ
。
生
死
に
も
有
篤
生
死
と
無
篤
生
死
と

が
あ
り
ま
す
。
涅
槃
も
ま
た
こ
の
や
う
で
あ
り
ま
す
。
有

餘
涅
槃
と
無
餘
涅
槃
と
が
あ
り
ま
す
。
」

正
読
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
一
一
九

よ
　
　
　
ひ
と
　
　
し
よ
し
よ
う
　
う
　
よ
　
ね
　
は
ん
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
に
よ
ら
い
　
　
む
　
よ
　
　
　
ひ
と
　
　
な
　
　
　
　
　
　
　
し
　
よ
　
　
　
ひ
と
　
　
し
よ
し
よ
う
　
し
　
よ
　
ね
　
は
ん
　
　
な

餘
の
人
の
所
證
を
有
餘
涅
槃
と
名
づ
く
。
如
末
を
無
餘
の
人
と
名
づ
け
、
無
餘
の
人
の
所
證
を
無
餘
涅
槃
と
名
づ
く
。

う
　
よ
　
ね
　
は
ん
　
　
す
な
は
　
う
り
よ
う
　
　
０
つ
　
　
ど
う
　
　
か

有
餘
涅
槃
は
印
ち
有
量
の
減

・
道
を
乗
ね
、

経
典
（に雄卸
に
切離報
槃

経
典
訓
讀
文

是
′
故
ら
世
奪
。
有
コ有
篤
生

死
卜
。
無
篤
生
死
・卜。
　
涅
槃
モ

亦
如
″
是
′
。
　
有
餘
卜
及
ピ
無

餘
ト
ァ
と



二
一
一〇

む
　
さ
　
　
　
む
り
よ
う

〔無
作

。
無
量
の
聖
一語
を
繹
會
す
〕

（現
代
語
詳
）

（三
―
的
）

む
　
さ
　
　
　
し
よ
う
た
い
　
ざ
　
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一」
　

　

む
り
よ
う
　
　
し
し
よ
う
た
い
　
　
ざ
　
　
　
と

（八
聖
諦
の
名
と
證
相
と
を
明
す
中

の
）
第
六
に
、
無
作
の
聖
一諦
の
義
を
説
く
と
は
、
是
れ
無
量
の
四
聖
一諦
の
義
を
読
く
な
り
と

は
、
無
作
の
聖
諦
と
無
量
の
聖
諦
と
を
、　
一
つ
に
合
せ
る
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

醜
ン
ト
ハ無
作
ノ
聖
諦
ノ義

・フ者
。
是
レ読
ン
ナ
リ
無
量
ノ
四
聖
諦
ノ義

・ヮと
は
、
第
六
に
無
作

。
無
量
を
繹
會
す
。

経
典
（致
誹
を．
散
奎
”
）
　
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
細
典
現
代
語
課

説
ン
ト
パ無
作
ノ
聖
諦
ノ義

・フ者
。
　
　
無
作
の
聖
諦
の
義
を
説
く
と
は
、
　
　

「
無
作

（人
智
の
は
か
ら
ひ
を
超
え
た
世
界
）
の
四
聖
諦
の
意

説
ン
ナ
ツ
無
量
ノ四
聖
諦
′
義
・フ。
　
　
無
量
の
四
聖
諦
の
義
を
読
く
な
り
。
　

義
を
読
く
と
は
、
無
量
（人
智
を
も
つ
て
量
る
こ
と
の
で
き
な

い
世
界
）
の
四
聖
諦
の
意
義
を
読
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」

〔無
作

。
無
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
澤
す
〕

（現
代
語
詳
）

公
二
１
０
）

（八
聖
諦
の
名
と
證
相
と
を
明
す
中
の
）
第
七
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下

は
、

無
作

。
無
量
と
名
づ
け
る
理
由
を
繹
き
明

し
ま
す
。

疑
間
を
出
し
て
云
ひ
ま
す
。
何
故
に
無
作

。
無
量
と
名
づ
け
る
の
で
せ
う
か
、　
と
。

（そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
て
次
の
や
う
に
言

ひ
ま
す
。
）
―
―
能
く
自
ら
の
力
を
以
て

一
慨
の
…
…
を
知
り
と
は
、
八
地
以
上
の
人
は
、
法
の
流
れ
の
中
に
入
つ
て

一
念
ま
た

一
念



に
自
ら

（
一
切
の
苦
諦

・
集
諦

・
滅
諦

。
道
諦
を
）
知
る
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

ま
た
人
に
従
つ
て
名
を
得
ま
す
か
ら
、

（八

地
以
上
は
無
篤
の
人
で
あ
り
、
）
そ
の
人
に
従
つ
て
無
作

。
無
量
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。
　

但
し
、
「
無
作
の
滅
諦
」
に

つ
い
て
だ
け
は
ど
う
し
て
自
ら
の
力
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
言

へ
ば
、
こ
れ
は
佛
を

″
仰
ぎ
信
ず
る
″
こ
と
を
謂
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
″
現
寅
に
知
つ
て
ゐ
る
″
と
言
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（訓
讀
文
）

雌
ワ曖
；
概
二征
り
卵
Ｗ
、
新
毬
に
鮮
備
鮒
覇
と
響
づ
く
る
ｒ
嚇
を
離
す
。

興
げ
て
ｒ
は
く
。
耐
を
廃
て
か
鯖
信
・鮒
到
と
響
づ
く
る
や
。
だ
夕瞬

， み訴
ル
競
・フら
針
当
つ妹
ｒ
…
島
と
は
ヽ
だ
が
眺
Ｊ

は
ガ
の
温
馬
ビ
だ
り
て
舘
舘
に
饒
げ
炒
る
を
嚇
す
な
り
。
バ
だ
に
従
げ
て
響
を
行
る
が
耀
に
、
鯖
信
。鮒
副
と
ｒ
ふ
な

り
。
麟
し
灘
講
を
ば
脱
ぞ
齢
ゲ
炒
る
を
待
と
な
ら
ば
、
通
は
何
咸
を
計
ふ
。
期
炒
を
計
ふ
に
規
ず
。

経
典
（憮
徘

所．
颯
程
離
％
っ
）
　

　

組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

何
ヮ
以
，
ノ
故
ら
　
能
夕
以

，
自
′　
　
何
を
以
て
の
故
に
。
能
く
自
ら
の

　

「
何
故
に

（無
作

。
無
量
と
）
名
づ
け
る
の
で
せ
う
か
。

力
・フ知
三

切
′
受
ノ
苦
・フ。
断
ジ
　
　
カ
を
以
て

一
鷲
の
受
の
苦
を
知
り
、
　

（他
の
人
に
因
る
の
で
は
な
く
）
自
ら
の
力
を
も

つ
て
、

一
切
ノ
受
′集

・フ。
　
證
〓

切
ノ
　
　
一
鷲
の
受
の
集
を
断
じ
、　
一
妍
の
　
　
一
切

公
二
界
の
内
外
）
か
ら
受
け
る
音
を
知
り
、　
一
切
か
ら

受
′
滅
・フ。
修
一
レ
ず
二

切
′
受
ノ　
　
受
の
滅
を
證
し
、　
一
城
の
受
の
滅
　
　
受
け
る
集

（煩
悩
）
を
断
ち
切
り
、
　
一
切
か
ら
受
け
る
滅

滅
道
・フ。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
道
を
修
す
れ
ば
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
（涅
槃
）
を
立
證
し
、　
一
切
か
ら
受
け
る
滅
道

（苦
集
を
滅
す

正
説
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
〓
一
一



一
一一
一二

る
佛
道
）
を
修
め
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
研
究
〕

○
　
「
仰
信
」
と
い
ふ
お
言
葉
に
つ
い
て

太
子

『
義
疏
』
の
分
類
に
よ
る

「
第
三
、

廣
く
八
聖
諦
の
名
と
護
相
と
を
明
す
」
中
の
第
七
に
、

「
無
作

。
無
量
と
名
づ

く
る
所
以
を
繹
す
」
と
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
、
「
但
し
滅
諦
を
ば
那
ぞ
自
ら
知
る
を
得
と
な
ら
ば
、
是
は
仰
信
を
謂
ふ
。
現
知

を
言
ふ
に
非
ず
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
私
ど
も
は
次
の
や
う
に
現
代
語
に
詳
し
ま
し
た
。
「
但
し
、
『
無
作
の
滅
諦
』
に
つ

い
て
だ
け
は
、
ど
う
し
て
自
ら
の
力
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
言

へ
ば
、
こ
れ
は
佛
を

″
仰
ぎ
信
ず
る
″
こ
と
を
謂
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
″
現
賓
に
知
つ
て
ゐ
る
″
と
い
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
。
こ
の

″佛
を
仰
ぎ
信
ず
る
″
も
の
の

主
證
と
な
る
も
の
は
誰
で
あ
る
か
と
言
ひ
ま
す
と
、

前
文
の
績
き
か
ら
い
つ
て
、　
″
八
地
以
上
の
人
″
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
ま
す
。
八
地
以
上
の
人
に
と
つ
て
も
、
無
作
の
滅
諦
は

「
現
知
」
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
仰
ぎ
信
ず
る
も

の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
何
故
な
ら
ば
、
無
作
の
滅
諦
を

「
現
知
」
で
き
る
の
は
、
た
だ
如
末
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
す
。

な
は
、
こ
の

「
仰
信
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
『
敦
煙
本
』
に
も
あ
り
ま
す
。
『
敦
違
本
』
の
科
段
分
け
に
よ
る

「
第
二
」
の
箇

所
、
太
子
の
科
段
分
け
の

「
第
四
、
有
作
有
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
澤
す
」
に
相
営
す
る
箇
所
に
、
茨
の
や
う
な
文
章
で
出

て
ま
ゐ
り
ま
す
。

就
法

〔篤
〕
談
。
亦
有
此
十
名
。
今
但
論
其
従
人
得
名
邊
耳
。
然
八
地
己
上
。
亦
照
三
界
内
諦
。
二
乗
七
地
。
亦
復
仰
信



三
界
外
諦
。

〔法
に
就
き
て
談
を
篤
さ
ば
、　
亦
此
に
十
の
名
有
り
。

今
は
但
其
の
人
に
従
つ
て
名
を
得
る
邊
を
論
ず
る
の
み
。
然
る

に
八
地
已
上
も
亦
三
界
の
内
の
諦
を
照
せ
ど
も
、
二
乗

・
七
地
は
亦
復
三
界
の
外
の
諦
を
仰
信
す
る
の
み
。〕

す
な
は
ち
、
『
敦
燈
本
』
に
お
け
る

「
仰
信
」
の
意
味
は
、　
二
乗

・
七
地
の
人
が
、　
コ
一界
の
外
の
諦
を
仰
信
す
る
の
み
」

で
あ
つ
て
、
太
子
の
御
解
繹
と
は
異
な
つ
て
を
り
ま
す
。
二
乗

・
七
地
の
人
は
、
元
末
三
界
の
内
の
こ
と
を
照
す

（智
慧
を

も
つ
て
観
察
す
る
）
こ
と
は
で
き
て
も
、
三
界
の
外
の
こ
と
を
照
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
二
乗
の
人

は
、
三
界
の
内
の
こ
と
だ
け
を
す
べ
て
と
思
ひ
、
そ
の
内
で
の
修
行
が
成
就
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
完
成
で
き
た
も
の
と
思
つ

て
ゐ
る
人
々
で
あ
り
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
三
界
の
外
の
世
界
の
あ
る
こ
と
さ
へ
知
ら
な
い
人
々
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
七

地
の
人
々
を
も
、
コ
一乗

・
七
地
」
と
組
括
し
て
述
べ
て
ゐ
ま
す
が
、　
こ
の
場
合
の
七
地
の
人
と
は
、　
二
乗
の
人
々
と
同
様

に
、
三
界
の
内
に
お
い
て
煩
悩
を
断
ち
切
ら
う
と
し
て
ゐ
る
人
々
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
せ
う
。
さ
う
し
ま
す
と
、
二
乗

と
七
地
の
人
々
が

「
三
界
の
外
の
諦
を
仰
信
す
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
自
證
が
矛
盾
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
べ
き
で
は
な
い

で
せ
う
か
。
二
乗

・
七
地
の
人
々
が
、
三
界
の
内
を
す
べ
て
と
思
は
ず
、
三
界
の
外
に
員
責
の
世
界
が
あ
る
と
知
つ
て
、
こ

れ
を

「
仰
ぎ
信
じ
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
々
は
す
で
に

『勝
重
組
』
が
読
か
う
と
す
る

一
乗
の
世
界
に
入
つ
た

人
と
言
ふ
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。

「
仰
信
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
謙
抑
な
宗
教
的
態
度
を
示
す
す
ば
ら
し
い
言
葉
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
こ
れ
に
封
し
、
「
現

正
説

第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
〓
〓
二



三
二
四

知
」
は
、
如
末
な
ら
ば
営
然
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
如
末
以
外
の
も
の
に
と
つ
て
は
不
遜
な
響
き
さ

へ
致
し
ま
す
。
浅
は
か
な

人
智
を
も
つ
て
無
作
の
滅
諦
を
分
別
的
に
知
ら
う
と
す
る
意
味
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
八
地
以
上
の
人
々

で
さ

へ
仰
ぎ
信
ず
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
太
子
の
員
摯
な
求
道
の
御
姿
勢
を
見
る
思
ひ
が
致
し
ま
す
。
「
仰
信
」
と
い
ふ
言

葉
が
太
子

『
義
疏
』
と

『
敦
煙
本
』

の
雙
方
に
使
は
れ
な
が
ら
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
受
な
相
違
が
あ
る
や
う
で
す
。

（梶
村
　
昇
）

〔線
じ
て
二
種
の
聖
一諦
を
結
す
〕

（現
代
語
詳
）

（三
―
例
）

（
八
聖
諦
の
名
と
證
相
と
を
明
す
中
の
）
第
八
に
、
是
の
如
く
か
ら
以
下
は
、
組
括
し
て
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

是
の
如
く
八
一諦
を
も
つ
て
如
来
四
一語
を
説
き
た
ま
ふ
と
は
、
八
聖
諦
の
う
ち
、
昔
日
に
は
如
末
は
二
乗
と
七
地
の
人
の
た
め
に
、

た
だ
有
作
の
四
聖
諦
だ
け
を
読
か
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
　

ま
た
次
の
や
う
に
云
ふ
読
も
あ
り
ま
す
。
―
―
三
界
の
内

・
外
に
は
八

聖
諦
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
如
末
は
、
そ
れ
ら
内

。
外
の
諦
を

一
つ
に
合
せ
て
四
聖
諦
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

そ
も
そ
も
今
日
説
く

（有
作
と
無
作
と
の
）
二
種
の
聖
諦
に
は
、
合
は
せ
て
十
の
名
稀
が
あ
り
ま
す
。
三
界
の
内
の
聖
諦
は
、
有

作

。
有
量

。
有
邊

。
有
篤

。
有
餘
の
五
つ
で
あ
り
ま
す
。
三
界
の
外
の
聖
諦
は
、
無
作

。
無
量

。
無
邊

・
無
島

。
無
餘
の
五
つ
で
あ

り
ま
す
。
す
べ
て
此
の
十
の
名
稀
は
、
ま
た
み
な
営
證

（聖
諦
そ
の
も
の
）
に
印
し
て
名
づ
け
ら
れ
た
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
日
此
の
章
の
中
で
は
、

（営
證
に
印
す
る
の
で
は
な
く
）
た
だ
、　
そ
れ
を
悟
る
人
そ
れ
ぞ
れ
に
従
つ
て
名
づ



け
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
二
乗
と
七
地
の
人
の
聖
諦
を

「
五
有
」
と
名
づ
け
、
八
地
以
上
の
人
の
聖
諦
を
皆

「
五
無
」
と
名
づ
け
ま
す
。

と
こ
ろ
で
二
乗
と
七
地
の
人
の
聖
諦
を

「
五
有
」
と
名
づ
け
る
の
は
、
彼
ら
は
未
だ
因
を
こ
と
ご
と
く
究
め
蓋
し
て
ゐ
ま
せ
ん
し
、

三
界
の
外
の
事

（四
聖
諦
）
に
お
い
て
更
に
ま
さ
に
作
す
べ
き
も
の
が
有
り
ま
す
か
ら
、
「
五
有
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
八

地
以
上
の
人
の
聖
諦
を

「
五
無
」
と
名
づ
け
る
の
は
、
ま
た
み
な
、
八
地
以
上
は
悟
り
に
到
達
す
る
因
の
修
習
を
己
に
こ
と
ご
と
く

極
め
蓋
し
て
を
り
、
更
に
新
た
に
作
す
べ
き
こ
と
は
無
い
の
で
、
「
五
無
」
と
名
づ
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
は
ち
、
か
う
名
づ

け
る
理
由
は
、

す
ぐ
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
　

八
地
以
上
の
人
も
ま
た
皆
、　
三
界
の
内
の
事

（四
聖
諦
）
を
照
し
観
て
を
り

ま
す
が
、　
た
だ

（二
乗
と
）
七
地
の
人
と
は
、　
三
界
の
外
の
事

（四
聖
諦
）
を
照
し
観
て
ゐ
な

い
と

い
ふ
鮎
に
つ
い
て
、
∩
五
有
」

と

「
五
無
」
と
の
）
匡
別
を
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

営
膿

（聖
諦
そ
の
も
の
）
に
印
し
て
名
づ
け
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―
三
界
の
内
の
集
諦

（煩
悩
）
と
道
諦

（佛
道
の
修
行
）

と
の
二
諦
は
、
そ
れ
自
證
が

「
因
」
と
な
つ
て
、
（集
諦
が
）
苦
諦
を
、
（道
諦
が
）
滅
諦
を
感
じ
ま
す
。
苦
と
滅
と
の
二
諦
は
、
（集

と
い
ふ
煩
悩
と
、
道
と
い
ふ
修
行
と
の
）
作
用
の

「
因
」
に
よ
つ
て
生
じ
ま
す
。

そ
れ
故
に
、　
３
一界
の
内
の
四
聖
諦
を
）
「
有
作
」

と
名
づ
け
ま
す
。
　

ま
た
此
の
四
聖
諦
は
、
ま
だ

（四
聖
諦
の
）
根
源
を
窮
め
て
ゐ
ま
せ
ん
。

そ
れ
故
に
、

「
有
餘
」
（機
れ
の
残
つ

て
ゐ
る
も
の
）、
「
有
邊
」
（限
界
が
あ
る
も
の
）
「
有
量
」
（量
の
限
り
が
あ
る
も
の
）
と
名
づ
け
ま
す
。
苦

・
集

。
道

の
〓
一諦
は
、　
そ
れ

自
證
で
お
の
づ
か
ら
生
じ
た
り
滅
し
た
り
す
る
の
で
、
「
有
篤
」
（生
滅
す
る
も
の
）
と
名
づ
け
ま
す
。
滅
諦
と
い
ふ

一
つ
の
諦
は
、

∩
滅
」
で
あ
り
ま
す
か
ら

「
有
」
で
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
が
、
）
「
有
篤
」
（生
滅
す
る
も
の
）
を

「
因
」
と
し
、
（そ
の

「
果
」
と
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し
て
）
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、　
ま
た
そ
の

「
因
」
に
従
つ
て

（「
五
有
」
と
）
名
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　

三

そ
と

界
の
外
の
四
聖
諦
の
中
の
集

・
道
の
二
諦
は
、
（因
と
し
て
働
く
）
作
用
の
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、

た
だ
作
の
働
き
は
把

へ
難
い
徴

か
な
も
の
で
あ
つ
て
、
三
界
の
内
に
現
は
れ
て
ゐ
る

（集

。
道
の
）
や
う
に
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に

「
無
作
」
と
い

ふ
名
稀
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
な
ぜ
か
と
言
ひ
ま
す
と
、　
そ
れ
は
す
な
は
ち
、　
〇
一界
の
外
で
は
）
前
念

（前
の
念
ひ
）
が

「
因
」

と
な
り
、
「
果
」
と
し
て
後
念

（後
の
念
ひ
）
が
生
ず
る
の
で
あ
つ
て
、
（こ
の
前
念
と
後
念
と
が
、
）

一
念

一
念
に

「
因
」
と
な
り

「
果
」
と
な
り
刻
々
と
新
し
く
羹
化
し
て
止
ま
な
い
の
で
、
そ
の
作

（婆
化
）
の
相
を
見
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
苦

・
滅

の
二
諦
も
ま
た
、
「
無
作
」
（の
集

。
道
）
を

「
因
」
と
し
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た

「
無
作
」
の
名
稿
を
得

る
の
で
あ
り
ま
す
。
　

「
本
義
」
は
次
の
や
う
に
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
―
―
苦

・
滅
の
二
諦
は
、
（そ
れ
自
證
が

「果
」
で
あ
る
か
ら
、
）

そ
れ
自
證
で
次
の

「
果
」
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
、　
∩
因
」
と
し
て
の
作
の
働
き
は
な
い
、
）
そ
れ
故
に

「無
作
」
と
名
づ
け
る

の
で
あ
る
、
―
―
と
。
　

さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
三
界
の
内
の
苦

。
滅
の
二
諦
も
亦
ま
さ
に

「無
作
」
と
名
づ
く
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
に
、
「
本
義
」
の
読
は
採
用
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

（無
作
の
四
聖
諦
は
、
）
四
聖
諦
の
道
理
を
究
め
蓋
し
て
を
り
、　
そ
の
上
、　
そ
の
根
源
を
窮
め
て
ゐ
ま
す
。

そ
れ
故
に
、

「
無
量
」

（量
の
限
り
が
無
い
も
の
、
）
「無
餘
」
（機
れ
の
残
つ
て
ゐ
な
い
も
の
）、
「
無
邊
」
（限
界
が
無
い
も
の
）
と
言
ひ
ま
す
。
無
作
の
滅
諦
の

一
諦

だ
け
は
、
そ
の
も
の
自
證
に
生
滅
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
故
に

「
無
馬
」
と
言
ひ
ま
す
。

（苦

・
集

。
道
の
）
三
諦
は
、
み
な
無
作

の
滅
諦
の
名
稀
に
従
つ
て

（「無
篤
」
と
）
稽
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。



（訓
語
文
）

妊
夕慰
′健
り
喋
Ｗ
ヽ
新
度
に
続
鯉
す
。

妊
”獄
′だ
識
晟
妍
獄
譜
卦玉
フ鴎
請
・フと
は
ヽ
だ
識
の
軽
に
哉
鴎
に
は
婿
鷲
卦
鳥
と
毬
が
と
の
融
に
麟
存
備
の
断
識
を
計
き

た
ま
ふ
。
　
難
デ
は
く
。
三
獄
の
献
が
に
だ
講
粋
り
と
は
ゞ
妊
恐
記
し
て
呼
講
と
評
す
な
り
と
。

ガ
れ
牛
雌
の
ゴ
機
の
製
講
ぼ
配
し
て
「
が
響
粋
り
。
壺
獄
の
配
の
話
は
ず
ゲ
・
都
罰
。
イ
齢
。
イ
が
。
イ
鮮
な
り
。
式

獄
の
が
の
耐
は
鯖
信
・
鮒
露
・
鯖
遠
・
鮮
が
・
鮮
鮮
な
り
。
購
そ
ぼ
の
母
が
響
は
ふ
齢
麟
に
お
い
て
継
ど
が
す
と
い
ふ

警
し
。

耐
る
に
牛
ぼ
の
囃
に
は
難
だ
に
は
ダ
て
継
プ
が
す
な
り
。
■
剰
と
毬
が
と
を
ａ
を
ゴ
ィ
と
継
げ
ヽ
だ
が
奥
場
を
ば
難
ゴ

鯖
と
舒
づ
く
。
耐
し
て
卦
剰
と
毬
ぜ
と
を
ゴ
が
と
織
デ
る
は
、
齢
鴎
対
だ
競
ら
ず
、
五
獄
の
が
の
難
に
甦
に
朦
に
伊
す

べ
き
こ
と
が
る
を
も
つ
て
織
ど
鮮
す
な
り
。
だ
が
職
Ｅ
を
ｒ
鮮
と
織
ぅす

る
は
、
べ
畿
町
の
場
鶴
ぅ醸

に
櫨
け
て
、
甦
に

競
ぎ
鮮
き
を
も
つ
て
織
ど
が
す
。
販
ザ
ぽ
す
丁
し
。
　
だ
が
囃
轟
も
蒸
馘
五
獄
の
配
の
事
を
鷹
せ
ど
も
、
麟
毬
野
の
式

界
の
外
の
事
を
照
さ
ざ
る
に
就
き
て
別
と
篤
す
な
り
。

齢
麟
の
継
ぽ
、
〓
獄
の
融
の
難
・ぅ
澤
の
ｒ
誌
は
齢
げ
鴎
と
ぼ
り
ヽ
警
・
灘
の
ゴ
講
を
慮
ず
。
子
・
灘
の
ゴ
識
は
伊
の
町

に
行
り
畳
ザ
。
配
に
が
信
と
響
づ
く
。
　
麒
雌
の
四
講
は
衆
赳
だ
難
の
み願
とを
籍
め
ず
。
配
に
が
鮮
。ィ
幾
・郁
到
と
響

づ
く
。
子
。
熱
。ぅ
達
の
式
講
は
難
獣
ぉ齢
から
曇
虎
す
る
が
蹴
に
を
計
と
響
づ
く
。
↓
の
灘
講
は
ず
計
の
町
に
従
げ
て
徴
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二
二

八

す
る
が
躍
に
、
蒸
鴎
に
従
び
て
継
ど
が
す
。
　
三
獄
の
が
の
講
の
難
・ぅ
澤
の
ゴ
講
は
伊
の
ィ
な
り
と
慇
ゞ
ヽ
麟
備
の
鵬

併
に
し
て
獄
配
の
期
の
妊
く
な
ら
ず
。
配
に
鮮
備
の
が
を
デ
く
。
確
と
な
れ
ば
販
ザ
耐
針
を
則
と
が
し
、
ぼ
舗
を
黙
と

が
し
て
、
舘
舘
に
競
療
し
て
備
の
絣
を
貯
難
し
。
子
・
灘
ゴ
講
も
ぶ
鯖
備
の
鴎
に
従
げ
て
徴
を
が
す
が
耀
に
、
バ
鯖
情

を
待
。
　
対
ぎ
に
ｒ
は
く
。
子
・
虎
の
ゴ
講
は
難
獣
に
霜
を
ぼ
す
歓
は
ず
。
耀
に
鮮
信
と
舒
づ
く
と
。
　
忍
ら
ば
販
ザ

ョ
界
の
酔
の
び
。
濃
の
ゴ
講
も
雄
朦
に
鮮
信
な
る
べ
し
。
蹴
に
饗
ひ
ず
。

酔
講
の
ｒ
設
し
て
雲
難
の
み願
とを
嬌
む
。
配
に
鯖
副
・
鰹
鮮
。
鮮
蹴
と
計
ふ
。
４
の
癬
識
は
ば
、
曇
朧
ぽ
栽
ず
。
置
に

鯖
財
と
計
ふ
。
式
講
は
鵠
灘
講
に
懲
び
て
樅
７
鮮
す
な
り
。

経
典

（軸
証
な
に
矩
の
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
緩
典
現
代
語
課

如
″是
′
八
聖
諦
，以如
末
説
一玉　
　
是
の
如
く
八
聖

講
を
も
つ
て
如
　
　
「
こ
の
や
う
に
（有
作
と
無
作
と
の
）
八
聖
諦
を
以
て
、
如

フ四
聖
諦
・フ　
　
　
　
　
　
　
　
末
四
聖
諦
を
読
き
た
ま
ふ
。　
　
　
　
末
は

（究
極
の
）
四
聖
諦
を
読
か
れ
ま
す
。」

〔研
究
〕

○
　
太
子

『義
疏
』
と

『敦
建
本
』
と
に
お
け
る
科
段
の
分
け
方
の
相
違
に
つ
い
て

経
典
の
是
の
如
く
知
り
難
く
か
ら
以
下
は
、　
太
子

『義
疏
』
に
お
い
て
、
「如
末
蔵
章
」
を
五
つ
に
分
け
た
中
の
第
三
番

日
の
箇
所
で
あ
つ
て
、
こ
こ
で
は
、
八
聖
諦
の
名
と
證
の
相

（す
が
た
）
と
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を

『敦
連
本
』
と
比
較
し
て
み
ま
す
と
、　
科
段
の
分
け
方
や
、　
そ
れ
に
件
ふ
解
澤
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
相
違
難
が
み
ら
れ
ま



す
。
以
下
、
そ
れ
に
つ
い
て
考

へ
て
み
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
最
初
に
雨
書
の
比
較
表
を
示
し
て
お
き
ま
す
。

太
子

全
證

第

一

第
二

第
三

第
四

第
五

第
六

第
七

第
八

右
の
表
の
第

一
の
相
違
難
は
、　
太
子

『
義
疏
』
は
全
證
を
八
つ
に
分
け
ら
れ
、

『
敦
連
本
』
は
六
つ
に
分
け
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
分
け
方
の
違
ひ
が
ど
う
い
ふ
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
か
は
、
第
二
の
相
違
結
の
箇
所
で
説
明
し
ま
す
。
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『
義
疏
』

八
聖
諦
の
名
と
證
相
と
を
明
す
。
Ｔ
し

線
じ
て
二
種
の
聖
諦
を
唱
ふ
。
２
一ｌ
ｏ
）

二
種
の
聖
諦
の
名
を
列
す
。
３
一ｌ
ｏ
）

有
作

・
有
量
を
繹
會
す
。
３
一ｌ
ｏ
）

有
作

。
有
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
澤
す
。
３
一ｌ
①
）

二
種
の
生
死
と
及
び
二
種

の
涅
槃
と
を
摯
げ
て
、

二
種
の
聖
諦
有
る
こ
と
を
澤
す
。
３
一ｌ
ｏ
）

無
作

。
無
量
の
聖
諦
を
澤
會
す
。
３
一ｌ
ω
）

無
作

。
無
量
と
名
づ
く
る
所
以
を
澤
す
。
３
一ｌ
ｏ
）

絶
じ
て
二
種
の
聖
諦
を
結
す
。
３
一ｌ
ω
）

『
敦
建
本
』

全
證
　
八
諦
の
證
相
を
明
す
。

第

一　
組
じ
て
二
種
の
聖
諦
有
る
を
唱
ふ
。

第
二
　
一
一の
聖
諦
の
名
を
列
す
。

第
二
　
有
作
有
量
の
二
名

一
證
な
る
を
澤
會
す
。

第
四
　
一
一種
の
生
死
、
二
種
の
涅
槃
を
以
て

二
種
の
聖
諦
有
る
所
以

（を
澤
す
。
）

第
五
　
無
作
無
量
の
二
名

一
鐙
な
る
を
繹
會
す

第
六
　
絶
じ
て
結
す
。
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第
二
の
相
違
鮎
は
、
太
子

『
義
疏
』
は
、
こ
の
箇
所
を
述
べ
る
に
営
つ
て
最
初
に
、
「
上
述
で
は
、
直
ち
に
二
種

の
聖
諦

と
だ
け
稀
し
ま
し
た
が
、
但
し
ま
だ
そ
二
種
の
聖
諦
の
名
と
證
の
相
と
を
は
つ
き
り
顧
は
さ
な
か
つ
た
の
で
、
こ
こ
に
改
め

て
廣
く
こ
れ
を
説
明
し
ま
す
」
と
い
ふ
こ
と
を
最
初
に
て
い
ね
い
に
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
封
し

『
敦
慢
本
』
は
、

冒
頭
に
、
「
第
三
。
明
。
八
諦
證
相
。

几
有
十
句
。
分
以
篤
六
。
」

（第
二
に
八
諦
の
證
相
を
明
す
。
凡
そ
十
句
有
り
。
分
ち

て
以
て
六
と
篤
す
）
と
あ
つ
て
、
太
子

『義
疏
』
の
や
う
に
、
な
ぜ
こ
こ
に

「
八
諦
の
證
相
を
明
す
」
の
で
あ
る
か
と
い
ふ

理
由
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
。

太
子

『
義
疏
』
は
、
従
来
も
す
べ
て
さ
う
で
し
た
が
、
章
の
初
め
、
あ
る
い
は
こ
の
部
分
の
や
う
な
大
き
な
科
段
の
初
め

に
は
、
常
に
前
と
の
開
連
や
こ
れ
か
ら
述
べ
る
部
分
の
絶
括
が
記
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
し
か
も
、
「
撮
受
正
法
章
」
の

〔
研
究
〕

の
所
で
す
で
に
述
べ
ま
し
た
や
う
に
、
各
章
ご
と
の
序
論
と
も
い
ふ
べ
き
叙
述
の
中
に
、
賓
に
重
要
な
、
い
は
ば
太
子

『義

疏
』
の
核
心
と
も
思
は
れ
る
信
仰
思
想
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。
こ
の
や
う
な
鮎
か
ら
考

へ
て
み
ま
す
と
、
太
子
は
常
に
、

経
典
全
證
の
中
に
占
め
る
各
部
分
の
位
置
や
意
義
に
つ
い
て
思
ひ
を
致
さ
れ
て
を
ら
れ
る
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
。

第
二
の
相
違
鮎
は
、
太
子

『
義
疏
』
の
科
段
の
分
け
方
と
、
そ
の
部
分
を
概
括
し
て
述
べ
ら
れ
る
大
意
の
御
表
現
が
、

『
敦
煙
本
』
に
比
し
て
、
ま
こ
と
に
正
確
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
す
。　
た
と
へ
ば
、　
太
子

『
義
疏
』
は
、
こ
の
箇
所
は
、

「
八
諦
の
名
と
饉
相
と
を
明
す
」
部
分
で
あ
る
と
述
べ
て
を
ら
れ
る
の
に
封
し
、
『
敦
煙
本
』
は
た
だ

「
八
諦
の
證
相
を
明
す
」

と
だ
け
記
し
て
ゐ
て
、
「
名
」
に
つ
い
て
は
何
も
記
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。　
こ
の
箇
所
が
八
諦
の
十
の

「
名
」
に
つ
い
て
重
黙
的



に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
従
つ
て
太
子

『
義
疏
』
の
や
う
に
、
正
確
に

「
名
」
と

「
證
の
相
」
を

述
べ
る
箇
所
で
あ
る
と
記
す
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う
。

右
と
同
じ
こ
と
が
、
太
子
の
科
段
分
け
に
よ
る
第
三
、
第
四
の
箇
所
に
も
言
へ
ま
す
。
『
経
典
』
本
文
を
ご
覧
に
な
れ
ば

お
わ
か
り
の
や
う
に
、
第
二
は

「
有
作

。
有
量
を
澤
會
す
」
る
部
分
で
あ
り
、
第
四
は

「
有
作

。
有
量
と
名
づ
く
る
所
以
を

澤
す
」
る
部
分
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
封
し

『
敦
燈
本
』
は
、
こ
の
二
つ
の
部
分
を
合
せ
て
第
三
と
し
、

「
有
作
有
量
の
二
名

一
證
な
る
を
澤
會
す
」
る
部
分
で
あ
る
と
し
て
ゐ
ま
す
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
正
確
な
表
現
と
は
思
は
れ

ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
言
へ
ば
、
『
経
典
』
の
こ
の
部
分
に
は
、
有
作
と
有
量
と
の
二
名
が

一
饉
で
あ
る
と

い
ふ
こ
と
を
、
ど

こ
に
も
直
接
的
に
は
説
き
明
か
し
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
太
子

『
義
疏
』
の
第
六
、

第
七
を
、

『
敦
煙
本
』
で

は

一
つ
に
合
し
て
第
五
と
し
て
ゐ
る
部
分
に
つ
い
て
も
同
じ
指
摘
が
で
き
ま
す
。

第
四
の
相
違
鮎
は
、
『敦
煙
本
』
で
は
、
右
の
表
の
第
三
に

「
有
作
有
量
の
二
名

一
證
な
る
を
澤
會
す
」
の
中
に
、
二
種

の
聖
諦
に
は

「
應
有
十
名
」
（應
に
十
名
有
る
べ
し
）
と
し
て
、

有
作
の
五
名
と
無
作
の
五
名
と
を
列
摯
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に

説
明
を
加

へ
て
を
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
は
、
「
有
作
有
量
の
二
名

一
證
な
る
を
澤
會
す
」
る
部
分
で
あ
る
と
述
べ

な
が
ら
、
ど
う
し
て
こ
こ
に
無
作
の
五
名
を
列
學
し
説
明
を
加

へ
て
ゐ
る
の
で
せ
う
か
、
そ
の
理
由
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
元

末
、
有
作

。
無
作
の
十
名
と
は
、
『
経
典
』
の
ど
こ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
従
つ
て
太
子

『
義
疏
』
の
や
う
に
、
最
後

の
第
八
の

「
絶
じ
て
二
種
の
聖
諦
を
結
す
」
の
箇
所
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。

正
読
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
〓
二
一



一
一一一一二

以
上
、
僅
か
な
相
違
に
つ
い
て
の
比
較
の
や
う
に
思
は
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
太
子

『
義
疏
』
を
井
見
し
て
を
り
ま

す
と
、
こ
こ
の
箇
所
に
限
ら
ず
、
太
子
が
賞
に
正
確
に
、
論
理
的
に
、　
一
鮎
も
ゆ
る
が
せ
に
な
さ
れ
ず
に
、
し
か
も
佛
法
を

わ
が
身
に
照
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
を
ら
れ
る
御
態
度
に
驚
歎
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
か
う
し
た
相
違

を
無
硯
し
て
、
太
子

『
義
疏
』
の
章
句
と
『
敦
慢
本
』
の
章
句
と
を
似
て
ゐ
る
と
論
じ
て
も
、
意
味
を
な
さ
な
い
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。（梶

　
村
昇
）

〔
八
聖
一諦
は
佛
の
み
究
寛
す
る
こ
と
を
結
す
〕

（現
代
語
詳
）

（四
）

如
末
蔵
章
の
中
の
第
四
に
、
是
の
如
く
無
作
の
四
聖
一諦
の
か
ら
以
下
は
、
八
聖
諦
は
た
だ
佛
だ
け
が
究
寛
し
て
を
ら
れ
る
こ
と
の

結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
　

八
聖
諦
の
名
と
證
と
の
説
明
は
、
既
に
述
べ
移
り
ま
し
た
。
い
ま
は
此
の

（八
聖
諦
の
）
道
理
を
窮
め

て
ゐ
る
人
を
説
明
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
さ
ら
に
、
如
末
だ
け
が
此
の
道
理
を
究
寛
し
て
を
ら
れ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を

し
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
印
ち
四
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
た
だ
佛
だ
け
が
究
党
し
て
を
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
阿
羅
漢
…
…
に
非
ず
か
ら
以
下
、
二
乗
は
究
党
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
、
二
乗
は
究
売
し
て
ゐ
な
い
こ
と
の
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

な
に
　
　
も
つ
　
　
　
　
ゆ
ゑ

第
四
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
、
た
だ
佛
だ
け
が
究
党
し
て
を
ら
れ
る
こ
と
の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。



（訓
讀
文
）

妊
″
慰
ノ鰹
信
ノ鴎
彗
詰
ノ征
り
卵
ず
、
載
が
囃
射
酔
に
だ
叫

講
は
囃
備
の
み
祭
売
し
た
ま
ふ
こ
と
を
経
す
。
　
だ
識
の
響

と
護
と
既
に
寛
り
ぬ
。
宜
し
く
此
の
理
を
窮
む
る
者
を
明
す
べ
し
。
故
に
更
に
如
末
の
み
此
の
理
を
究
党
し
た
ま
ふ
を

結
す
。
　

中
に
就
き
て
印
ち
四
有
り
。

第

一
に
唯
佛
の
み
究
寛
し
た
ま
ふ
こ
と
を
明
す
。

第
二
に
非
メ
阿
羅
漢
…
…
一従
り
以
下
、
二
乗
は
究
党
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
す
。

第
三
に
何
ヮ
以
，
ノ故
二従
り
以
下
、
二
乗
は
究
寛
に
非
ざ
る
こ
と
を
澤
す
。

籍
酔
に
蝶
ヮ瞬
，
耀
二行
り
喋
Ｗ
、
囃
配
の
み
祭
売
し
た
ま
ふ
こ
と
を
離
す
。

〔佛
の
み
究
尭
す
る
を
明
す

。
二
乗
の
非
究
尭
を
明
す

。

経
典

（鋤
わ
な
嚇
競
）
　

　

　

　

経
典
訓
讀
文

如
″
是
′
無
作
′
四
聖
諦
ノ義
６
　
　
是
の
如
く
無
作
の
四
聖
諦
の
義
は
、

唯
如
末

・
應

。
等
正
覺
‘
事
　
　
唯
如
末

・
應

・
等
正
覺
の
み
事
究

究
寛
シ〓
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
寛
し
た
ま

へ
り
。

二
乗
の
非
究
尭
を
繹
す
〕
（四
ｌ
ｏ
・
０
・
口
）

⌒なわ鏑
漸
江
朴̈“汰行
の『疇減
少
認孵酬
殺け跨
）

経
典
現
代
語
課

「
こ
の
や
う
に
、
無
作
の
四
聖
諦
の
意
義
は
、
た
だ
如
末

・

應
供

・
等
正
覺
だ
け
が
、
そ
の
事
を
究
寛
し
て
を
ら
れ
ま

す
。
」

正
読
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
〓
三
二



二
三
四

経
典

（証
諫
嚇
緋
究
）
　
　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

非
メ
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
バ事
究
　
　
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
は
事
究
党
す
る
　
　
「
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
は
そ
の
事

（無
作
の
四
聖
諦
）
を
究
寛

寛
■
．．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
非
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
て
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

経
典

（証
諫
駒
誹
究
）
　
　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

何
，
以
テ
ノ故
ら
非
プ
レび
り
下
卜
・
　

何
を
以
て
の
故
に
。
下
と
、
中
と
、

「
何
故

公
一乗
は
究
寛
し
て
ゐ
な
い
の
）
で
せ
う
か
。
下
と

中
卜
・上
ト
ノ法
フ以
得
電

涅^
槃
・ヮ。
　

上
と
の
法
を
も
つ
て
涅
槃
を
得
る
　
　
中
と
上
と
の
法
を
も
つ
て
し
て
は
、
涅
槃
が
得
ら
れ
る
の

に
は
非
ざ
れ
ば
な
り
。
　
　
　
　
　
　
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

〔御
語
澤
〕

（現
代
語
詳
）

下
と
、
中
と
、
上
と
の
…
…
に
は
非
ざ
れ
ば
な
り
と
は
、
「
下
」
と
は
馨
間
を
謂
ひ
ま
す
。
「
中
」
と
は
縁
覺
を
謂
ひ
ま
す
。
「
上
」
と

は
七
地
の
菩
薩
を
謂
ひ
ま
す
。
此
の
三
種
類
の
人
は
、
究
克
の
涅
槃
を
得
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

又
、
次
の

や
う
に
云
ふ
読
も
あ
り
ま
す
。
―
―
「
上
」
と
は
佛
を
謂
ふ
。
三
種
類
の
人
が
皆

（究
党
の
涅
槃
を
）
得
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

た
だ
佛
ひ
と
り
だ
け
が

（究
寛
の
涅
槃
を
）
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

飛
プレず
，ツ
ト
・韓
ぃ
。量
ソ
…
…
一^
と
は
ヽ
プ
と
は
計
は
く
難
敵
が
り
。　
輯
ど
は
計
は
く
続
ぼ
な
り
。
■
ど
は
群
は
く

社
が
な
り
。
雌
の
式
齢
の
だ
は
祭
議
の
ビ
期
を
行
る
に
対
ざ
る
こ
と
を
嘘
す
。　
理
ｒ
は
く
。
量
ど
は
計
は
く
催
な
り
。



三
種
の
人
皆
得
る
に
非
ず
。
唯
佛
の
み

一
り律

た
ま
ふ
な
り
と
。

〔佛
の
み
究
尭
す
る
を
澤
す
〕

（現
代
語
詳
）

（四
―
四
）

（八
聖
諦
は
佛
の
み
究
党
す
る
こ
と
を
結
す
る
中
の
）
第
四
に
、
佛
の
み
が

（八
聖
諦
を
）
究
寛
し
て
を
ら
れ
る
こ
と
の
理
由
を
繹

き
明
し
ま
す
。

疑
間
を
出
し
て
云
ひ
ま
す
。
何
故
た
だ
佛
だ
け
が

（四
聖
諦
の
義
に
於
て
）
究
寛
し
て
を
ら
れ
る
の
で
せ
う
か
。

（そ
の
理
由
を

繹
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
。
）
―
―

一
切
未
来
の
苦
を
知
り
と
は
、　
∩
知
る
」
と
は
、
）

佛
が
己
に
苦
を
乗
り
超
え
て
を
ら
れ
る
こ
と
を

言
ひ
ま
す
。
但
し
二
乗
は
ま
だ
未
末
の
苦
を

「
知
ら
」
な
い
の
で
、

（佛
に
つ
い
て
、　
そ
の

「知
る
」
と
い
ふ
）
言
葉
を
使
つ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に

（二
乗
は
未
末
の
苦
を
知
ら
な
い
の
で
、
）
「
如
」
（員
如
）
を
究
寛
し
て
ゐ
な
い
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
、

―
―
と
。
　

ま
た
次
の
や
う
に
言
ふ
の
も
よ
い
で
せ
う
。
―
―
（佛
だ
け
が
）
一
切
の
衆
生
の
未
末
の
苦
を
知
つ
て
を
ら
れ
る
、
―
―

しこ
。一

妹
既
盤
を
断
じ
と
は
、

根
本

（煩
悩
）
を
謂
ひ
ま
す
。
　

上
煩
悩
と
は
、
枝
條

（枝
の
煩
憎
）
を
謂
ひ
ま
す
。
　

集
と
は
、
業

（宿
業
）
と
煩
悩
と
を
本
證
と
し
、
そ
れ
故
に

（根
本
煩
悩
と
枝
條
の
煩
悩
と
に
）
撮
め
と
ら
れ
る

「
集
」
と
言
ひ
ま
す
。　
一
切
の
意

生
身
の
陰
を
減
し
、　
一
切
の
苦
減
を
作
護
し
た
ま
ふ
と
は
滅
諦
を
謂
ひ
ま
す
。
三
界
の
内
外
に
通
じ
ま
す
。
そ
れ
故
に

「
一
切
」
と

言
ひ
ま
す
。
但
し
、
道
諦
は
順
は
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。

正
読
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
三
二
五



一
一一一一二ハ

叉
次
の
や
う
に
云
ふ
読
も
あ
り
ま
す
。
―
―
撮
受
せ
ら
る
る
と
は
、
無
漏
の
業
は
煩
悩
の
た
め
に
撮
め
と
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
す

る
。　
一
獄
の
集
と
は
、
す
べ
て
の
以
前
の
業
と
煩
悩
と
を
収
め
と
つ
て
集
と
す
る
。　
一
昧
の
意
生
身
の
陰
を
減
し
と
は
、
滅
諦
を
謂

ふ
。　
一
切
の
苦
減
を
作
證
し
た
ま
ふ
と
は
、
恐
ら
く
は
道
諦
を
謂
ふ
の
で
あ
ら
う
、
―
―
と
。

一
読
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
掘
受
せ
ら
る
る
と
は
、
四
住
地

（の
煩
悩
）
を
謂
ふ
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

射
酔
に
薩
の
み
祭
売
し
た
ま
ふ
を
離
ず
。

疑
ひ
て
云
は
く
。
何
を
以
て
か
唯
佛
の
み
究
党
し
た
ま
ふ
や
。
知
己

切
未
来
ノ苦
・フと
は
、
苦
を
ば
佛
は
已
に
過
ぎ
た

ま
へ
り
。
麟
し
尉
対
は
利
だ
着
蕪
の
子
を
鮒
ら
ざ
る
に
絞
し
て
訓
を
が
す
。
耀
に
妍
を
祭
売
せ
ず
と
デ
ふ
な
り
。
　
バ

可
な
る
べ
し
。　
一
切
衆
生
の
未
末
の
音
を
知
り
た
ま
ふ
と
。

蹴
ジぃ一っぼ
鷹
鵬
・フと
は
ざ
は
く
概
利
な
り
。
量
爆
鶴
ど
は
群
は
く
樹
齢
な
り
。
　
熱
ど
は
新
と
鷹
鵬
と
を
廃
て
麟
と
鮮
す
。

配
に
耐
甦
ぜ
ら
る
る
難
ど
醸
ふ
。　
潔
シ
一、、っ鷲
ノ乱
彗
射
′随
・７〇
一っ鴨
ノ部
虎
フ債
謝
ζ
フと
は
ヽ
計
は
く
虎
識
な
り
。
載
獄

の
献
ダ
に
溺
ず
。
躍
に
一、、っ鑽
と
計
ふ
。
麟
し
澤
は
置
は
さ
ず
。

難
ｒ
は
く
。
貯
ンル赫
ぅ
難
一と
は
ぐ
貯
の
新
は
ぼ
離
の
議
に
景
甦
ピ
ら
る
る
を
嗽
す
な
り
。
一っ研
ノ鵜
ど
は
級
て
前
の
新

と
ば
弼
と
を
庭
め
て
気
ど
が
す
。
濃
ンぃ一っ研
ノぎ
晨
「
就
ノ随
・フと
は
群
は
く
灘
講
な
り
。
ｔ
鷲
ノ警
潔
フ信
認
菫
フと
は
興
が

ら
く
は
道
諦
な
ら
ん
と
。



一
に
云
は
く
。
所
ン
ル掘
受
一
と
は
謂
は
く
四
住
地
な
り
と
。

経
典

（却
わ
な
離
競
）
　

　

　

　

経
典
訓
讀
文

何
ソ
以
テ
ノ
故
る

如
末

。
應

・
　

何
を
以
て
の
故
に
、
如
末

・
應

・

等
正
覺
バ於
”
無
作
ノ
四
聖
諦
′　
　
等
正

覺
は
無
作
の
四
聖

諦
の
義

義
一事
究
寛
ッ玉
る
。
以
″
ナ
ニ

　
　
に
於
て
事
究
寛
し
た
ま
ふ
や
。　
一

切
如
爽

。
應

・
等
正
覺

知^
コ
　
　
切
如
末

・
應

。
等
正
覺
は

一
切
未

一
切
未
末
ノ
苦
・フ。
　
断
や
一
切
　
　
末
の
苦
を
知
り
、　
一
切
煩
悩
と
上

煩
悩
卜
上
煩
悩
ト
ニ所
ン
ル掃
受
一　
　
煩
悩
と
に
掃
受
せ
ら
る
る

一
切
の

一
切
ノ集
ン
。
滅
三

切
ノ意
生
　
　
集
を
断
じ
、　
一
妹
の
意
生
身
の
陰

身
ノ陰

・ッ。　
一
切
′
苦
滅
フ作
證
　
　
を
滅
し
、　
一
鷲
の
苦
滅
を
作
證
し

霧
ζ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ま
ふ
を
以
て
な
り
。

〔
研
究
〕

一
、
「
八
諦
の
名
と
證
と
既
に
党
り
ぬ
。
宜
し
く
此
の
理
を
窮
む
る
者
を
明
す
べ
し
只
『
義
疏
し
の
お
言
葉
公
≡
一三
頁
）
に
つ
い
て

太
子
は

「
如
末
蔵
章
」
を
五
段
に
分
け
て
、

「
第

一
に
、　
八
聖
諦
の
甚
深
な
る
を
歎
ず
」
、
「
第
二
に
、
八
聖
諦
を
信
ぜ
よ

と
勘
む
」
、
「
第
三
に
、
八
聖
諦
の
名
と
證
の
相
と
を
明
す
」
、
「
第
四
に
、
八
聖
諦
は
佛
の
み
究
寛
す
る
こ
と
を
結
す
」
、
「
第

正
説
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
〓
二
七

経
典
現
代
語
課

「
何
故
に
、
如
末

・
應
供

。
等
正
覺
は
、
（有
作
の
四
聖
諦
の

み
で
な
く
、
）
無
作
の
四
聖
諦
の
義
に
お
い
て
そ
の
事
を
究

党
し
て
を
ら
れ
る
の
で
せ
う
か
。　
一
切
の
如
末

。
應
供

・

等
正
覺
は
、　
一
切
の
未
末
の
苦
を
知
り
、　
一
切
の
煩
悩
と

上
煩
悩
と
に
撮
め
と
ら
れ
る

一
切
の
集
を
断
ち
切
り
、　
一

切
の
意
生
身

（衆
生
済
度
の
た
め
に
意
の
如
く
生
れ
憂
る
身
）

を
覆
ひ
妨
げ
て
ゐ
る
も
の
を
滅
し
、　
一
切
の
苦
の
滅
を
成

就
す
る
こ
と
を
立
證
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」



二
三
八

五
に
、
二
種
の
滅
諦
を
料
簡
す
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
表
題
と
し
て
掲
げ
た
文
は
、　
こ
の
第
四
の
、

「
八
聖
諦
は
唯

佛
の
み
究
党
し
た
ま
ふ
こ
と
を
結
す
」
と
あ
る
解
説
に
つ
づ
く
文
で
あ
り
ま
す
。
甚
深
な
る
八
聖
諦
は
佛
だ
け
が
究
寛
し
て

を
ら
れ
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
す
る
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
第
三
に
八
聖
諦
の
名
と
饉
相
を
撃
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
か

ら
、
次
に
は
、
「
此
の
理
を
窮
む
る
者
を
明
す
べ
し
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
八
聖
諦
の
名
と
濃
と
が
明
ら
か
に
な
つ

て
も
、
誰
が
そ
の
道
理
を
窮
め
て
ゐ
る
の
か
？
と
間
は
れ
た
わ
け
で
せ
う
。
人
間
の
境
地
の
高
い
こ
と
は
わ
か
つ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
が
、
人
間
を
離
れ
て
ゐ
る
の
で
は
、
単
に
及
び
も
つ
か
な
い
理
想
を
述
べ
た
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
、
そ
の
境
地

を
證
得
し
て
ゐ
る
人
間

（者
）
は
誰
か
？
そ
の
人
を
求
め
ら
れ
た
と
い
ふ
の
が

『
義
疏
』
の
お
言
葉
の
意
味
だ
と
思
は
れ

ま
す
。　
こ
れ
は
簡
単
な
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
ま
す
が
、

「
人
」
を
重
ん
じ
ら
れ
る
太
子
の
お
考

へ
を
あ
ら
は
し
た
お
言
葉

と
思
は
れ
ま
す
。
『勝
髪
師
子
吼

一
乗
大
方
便
方
廣
経
』
の
解
題
に
、
「
雙
べ
て
人
と
法
と
を
拳
げ
て
題
と
篤
す
」
と
さ
れ
、

「
如
是
我
聞
」
の
解
説
に
、
「
人
は
能
く
法
を
弘
む
る
が
故
に
先
に
證
し
、
法
は
人
に
由
り
て
弘
ま
る
が
故
に
後
に
證
す
」
と

あ
る
お
言
葉
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

絶
じ
て
、

『義
疏
』
が
澤
迦
如
末
、
勝
重
夫
人
を
は
じ
め
、
菩
薩
、

二
乗
、
人

・
天
に
至
る
ま
で
、
全

一
的
な
人
間
そ
の
も
の
を
重
ん
じ
て
を
ら
れ
る
お
考

へ
が
、
前
掲
の
お
言
葉
に
あ
ら
は
れ

て
ゐ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

二
、
「
上
と
は
謂
は
く
七
地
な
り
」
η
義
疏
し

の
お
言
葉
に
つ
い
て

『
組
典
』
に

「
何
を
以
て
の
故
に
。
下
と
中
と
上
と
の
法
を
も
つ
て
涅
槃
を
得
る
に
は
非
ざ
れ
ば
な
り
」
の
、
「
下
と
中



と
上
」
と
の
解
繹
に
営

つ
て
、
「
下
」
を
馨
聞
と
し
、
「
中
」
を
縁
覺
と
す
る
の
は
、
『
敦
煙
本
』
も

『
義
疏
』
も
同
じ
で
す
が
、

「
上
」
に
つ
い
て
は
、
『
義
疏
』
は
こ
れ
を

「
七
地
」
と
し
、
『
敦
燈
本
』
は
こ
れ
を

「
如
末
」
と
し
て
ゐ
ま
す
。
す
な
は

ち

『
敦
煙
本
』
に
は
、
次
の
通
り
に
な
つ
て
ゐ
て
、
『
義
疏
』
の

「
叉
云
は
く
」
と
あ
る
の
と
殆
ど
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

『
敦
違
本
』
＝
下
者
馨
聞
。
中
者
縁
覺
。
上
者
如
末
。

非
≡

一種
人
。

皆
得
〓
究
党
涅
槃
・。
唯
上
者
得
耳
。
下
中
不
レ
得
。

（下
と
は
馨
聞
、
中
と
は
縁
覺
、
上
と
は
如
末
な
り
。

三
種
の
人
、　
皆
究
党
の
涅
槃
を
得
る
に
非
ず
。
唯

上
の
者
得
る
の
み
。
下
と
中
と
は
得
ず
。
）

『
義
疏
』
＝
「
叉
云
は
く
。
」
と
し
て
他
の
読
も
紹
介
さ
れ
て

「
上
と
は
謂
は
く
佛
な
り
。
三
種
の
人
皆
得
る
に
非
ず
。
唯

佛
の
み

一
得
た
ま
ふ
な
り
。
」

右
に
封
し

『
義
疏
』
の
読
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

『
義
疏
』
Ｈ
「
下
と
は
謂
は
く
馨
聞
な
り
。
中
と
は
謂
は
く
縁
覺
な
り
。

上
と
は
謂
は
く
七
地
な
り
。

此
の
三
種
の
人
は

究
党
の
涅
槃
を
得
る
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
す
。
」

『
組
典
』
に
、
「
下
と
中
と
上
と
の
法
を
も
つ
て
涅
槃
を
得
る
に
は
非
ざ
れ
ば
な
り
」
と
あ
る
文
の
解
説
と
し
て

『
義
疏
』
が
、

上
中
下
と
も
み
な

「
究
党
の
涅
槃
を
得
る
に
は
非
ず
」
と
し
た
の
は
、　
文
脈
の
自
然
で
、

「
上
」
を
未
究
党
の

「
七
地
」
と

し
た
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
勝
重
自
身
の
未
究
党
の
自
覺
を
示
す
解
澤
の
し
か
た
が
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。

『
義
疏
』
が
、

勝

重
夫
人
を

「
七
地
」
の
菩
薩
と
し
て
、
完
成
さ
れ
た
佛
や
八
地
以
上
の
菩
薩
と
は
つ
き
り
匡
別
す
る
の
は
、　
一
貫
し
た
お
考

正
説
　
第
七
・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
〓
二
九



二
四
〇

へ
で
す
が
、
そ
こ
に
太
子
御
自
身
の
、
省
み
て
足
ら
ざ
る
を
思
ふ
御
自
覺
の
深
さ
を
あ
ら
は
す
も
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。

『
敦
慢
本
』
及
び

『
義
疏
』
の

「
叉
云
は
く
」
の
解
澤
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
成
り
立
ち
ま
す
が
、

上
を

「
佛
」
と
す
る
か
、

「
七
地
」
と
す
る
か
は
、
解
澤
す
る
人
の
経
典
の
讀
み
の
深
さ
に
関
係
し
て
、
大
き
な
開
き
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（夜
久
正
雄
）

〔
二
種
の
減
諦
を
料
簡
す
〕

（現
代
語
詳
）

（五
）

如
末
蔵
章
の
中
の
第
五
に
、
世
尊
か
ら
以
下
は
、
一
一
つ
の

「
滅
諦
」
を
比
較
考
察
し
ま
す
。
　

他
の
六
諦

（有
作

・
無
作
の
苦

・
集

・

道
の
六
諦
）
は
、

（有
作
と
無
作
と
で
）
深
い
浅
い
と
い
ふ
違
ひ
は
あ
り
ま
す
が
、　
同
じ
く
有
法

（寅
饉
も
働
き
も
あ
る
も
の
）
で
あ
り

ま
す
。
従
つ
て

（有
作
と
無
作
と
の
）
道
理
を
自
然
に
別
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

但
し
二
つ
の
滅
諦
は
、

（同
じ
く
滅
諦
で
あ
り

ま
す
か
ら
）
そ
の
相

（す
が
た
）
を
見
別
け
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
故
に
比
較
考
察
し
て
か
う
言
ひ
ま
す
。
―
―
昔
の
滅
は

「
無
」

で
あ
り
ま
す
。
今
の
滅
は

「
妙
有
Ｌ
↓

で
あ
り
ま
す
。
「
滅
」
の
名
は
同
じ
で
あ
り
ま
す
が
、　
そ
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
は
異
な
つ
て

ゐ
ま
す
、
―
―
と
。
そ
の
中
に
つ
い
て
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
音
の
滅
は

「
員
」
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
言
ふ

（所
の
）
苦
の
減
か
ら
以
下
は
、
今
の
滅
は

「
（妙
）
有
」
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

壊
の
法
…
…
に
は
非
ず
と
は
、
煩
悩
を
断
ち
切
る
こ
と
謂
ひ
ま
す
。
煩
悩
が
滅
す
る
こ
と
を
も
つ
て
員
の
滅
諦
と
す
る
の
で
は
な
い



こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

鮮
貯

・
鮮
信

。
鮮
ぜ
と
絆
づ
く
と
は
ヽ
鯉
生

（生
ず
る
こ
と
が
無
い
こ
と
）
を
説
明
し
ま
す
。
　

鯖
齢
な
り
、

離
整
な
り
、
常

島
ぅな

り
と
は
、
無
滅

（滅
す
る
こ
と
が
無
い
こ
と
）
を
説
明
し
ま
す
。

此
は
三
世

（過
去

。
現
在

・
未
末
）
の
内
の
法

で
は
な
い
と
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　

自

性

清

潟
に
し
て

一
研
の
煩
惜
蔵
を
離
れ
た
り
と
は
、
（煩
悩
を
）
壊
滅

（壊
し
て
無
く
し
て

し
ま
ふ
こ
と
）
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
自
然
に
煩
悩
を
離
れ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　
此
の

（苦
滅
諦
の
）
無
始
を
説
明

す
る
の
に
、　
二
種
類
の
解
澤
が
あ
り
ま
す
。
　
一
つ
に
は
、
此
の
滅
諦
は
本
有

（本
末
的
に
存
在
す
る
）
で
あ
る
、　
そ
れ
故
に
、　
無
始

（始
め
無
し
）
と
言
ふ
、
と
の
解
繹
で
あ
り
ま
す
。
二
つ
に
は

（滅
諦
と
い
ふ
）
果
に
つ
い
て
論
じ
て
み
る
と
、
果
は

（佛

の
も
た
ら

す
果
で
あ
つ
て
、
）
一二
世

（過
去

。
現
在

・
未
末
）
の
内
の
法
で
は
な
い
、
そ
れ
故
に
無
始
と
云
ふ
、
と
の
解
澤
で
あ
り
ま
す
。

（１
）妙
有
　
一
切
を
空
で
あ
る
と
否
定
し
た
と
き

（
一
切
の
事
象
は
因
縁
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
、
固
定
的
費
證
は
無
い
と

悟
る
こ
と
）、　
一
切
の
事
象
は
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
て
妙
有

（絶
封
の
有
）
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
常
佳
不
憂
で
あ
つ
て
、

し
か
も
現
賞
を
成
立
せ
し
め
る
員
賓
の
有
で
あ
る
こ
と
を
妙
有
と
い
ふ
。

（訓
讀
文
）

世
尊
従
り
以
下
、
章
の
中
の
第
五
に
二
減
を
料
簡
す
。
　

餘
の
六
諦
は
深
浅
の
殊
有
り
と
雖
も
、
同
じ
く
是
れ
有
法
な

り
。
ｒ
ぉ郎
から
鵬
つ丁
し
。
麟
し
ゴ
の
洋
話
は
ォ
の経
を
賠
ち
難
し
。
デ
廣
に
継
能
ひ
て
げ
は
く
。
部
が
鮮
は
さ
れ
鮮

な
り
。
牛
の
灘
は
既
郁
な
り
。
濃
の
響
は
耐
じ
と
は
ゞ
播
す
屏
ろお鴛
のこ黙
な
り
と
。　
幌
に
薦
き
て
師
ザ
ゴ
が
り
。

籍
コちに
競
け
灘
は
難
に
対
ず
と
嚇
す
。

正
説
　
第
七

・
如
末
蔵
章
　
　
　
一
一四

一



二

四
二

孵
ｒ
に
（離
レ
摯
フ警
′潔
管
り
卵
ず
ヽ
牛
の
混
は
慧
れ
が
な
り
と
嗽
す
。

飛
メ野
′湖
…
…
一
ハと
は
静
は
く
鷹
鵬
を
蹴
ず
る
な
り
。
既
鵬
瀧
す
る
を
嘘
て
見
の
流
と
ぼ
す
に
対
ざ
る
を
嚇
す
。
響
ブ
″

鮮
が
・
鮮
伊
・
鮮
ぜ
・卜と
は
鯖
生
を
嚇
す
。
　
結
競
ナι

ぽ
鋤
す
０
制
ぅ齢
″
と
は
鮮
流
を
嚇
す
。
」
は
載
ビ
の
封
に
飛

ず
と
嚇
す
。　
計
属
」
瀞
じ秘

，
テ職
サ
いっ妹
′既
惚
薔
・フと
は
ヽ
射
瀧
に
飛
ず
と
慇
ゞ
針
た
に
鷹
鵬
を
離
る
。
　
雌
の
鯖
貯

を
嘘
す
に
ゴ
機
の
ぼ
粋
り
。
４
に
ガ
は
く
、
ほ
の
灘
講
は
さ
れ
城
が
な
り
、
配
に
鯖
け
と
計
ふ
と
。
ゴ
に
デ
は
く
、
ガ

に
計
き
て
議
ぜ
ば
ヽ
黙
は
載
ザ
の
消
に
対
ず
、
躍
に
結
が
と
デ
ふ
と
。

経
典

（拒
距
帥
裁
諦
）
　
　
　
　
紅
典
訓
語
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

世
阜
。
非
プ壊
ノ法
ナ
ルガ故
二名
　
　
世
奪
。
壊
の
法
な
る
が
故
に
名
づ
　

「
世
奪
よ
。
壊
（滅
）
す
る
法
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
（員
の
）

‘
篤
竃
ハ苦
ノ滅
・卜。　
　
　
　
　
　
け
て
苦
の
減
と
篤
す
に
は
非
ず
。
　
　
苦
の
滅
と
名
づ
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。」

所
”
言
フ苦
′滅
卜
＾
者
名
ツ
タ
無
　
　
一日
ふ
所
の
音
の
滅
と
は
無
始
。
無
　
　
「
こ
こ
に
言
ふ
苦
の
滅
と
は
、
始
め
無
く
、
作

（は
た
ら
き
）

始
。
無
作
。
無
起
・卜。無
蓋
ナ，０
　
作

。
無
起
と
名
づ
く
。
無
蓋
な
り
、
　
無
く
、
起
（お
ン」る
こ
と
）
無
し
と
名
づ
け
ま
す
。
壺
き
る

離
蓋
ナリ０
常
住
ナツ０
自
性
清
　
　
離
き
な
り
、
常

齢
ぅな

り
。
自
性
　
　
ン」
と
な
く
、
蓋
き
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
を
り
、
常
住
不
愛

浄
；
離
ン，
一
切
ノ煩
悩
蔵
・フ。
　
　
清

倒
ぅ

に
し
て
一
漿
の
煩
悩
蔵
を
　
　
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
自
護
が
本
末
的
に
清
浄
で
あ
つ
て
、

離
れ
た
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
切
の
煩
悩
蔵
を
離
れ
て
を
り
ま
す
。」

〔研
究
〕



一
、
「
非
事
壊
ノ
法
…
…
電

と^
は
謂
は
く
煩
悩
を
断
ず
る
な
り
。
煩
悩
滅
す
る
を
以
て
員
の
滅
と
篤
す
に
非
ざ
る
を
明
す
」
η
義

疏
し

に
つ
い
て

い
、
右
の

一
文
は
、
経
典
の

「
世
箪
。
壊
の
法
な
る
が
故
に
名
づ
け
て
苦
の
滅
と
篤
す
に
は
非
ず
。
」
の
解
澤
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
組
典
の
訓
讀
は

『
昭
和
會
本
』
で
は
、
「
非
壊
の
法
な
る
が
故
に
名
づ
け
て
苦
滅
と
篤
す
。
」
と
訓
ん
で
を
り
ま
す
。

『
四
天
王
寺
會
本
』
『
花
山
信
勝
校
訳
本
』
と
も
に
表
題
に
掲
げ
た
訓
み
の
通
り
で
、
『
日
本
思
想
大
系
・聖
徳
太
子
集
』
で
は

「
非
レ
壊
レ
法
故
。
名
篤
〓
苦
滅
ピ

（法
を
壊
す
る
に
非
ざ
る
が
故
に
、　
名
づ
け
て
苦
滅
と
篤
す
）
と
あ
り
ま
す
。

『
義
疏
』
で

は
、　
こ
の

一
文
を

「
第

一
に
昔
の
滅
は
員
に
非
ず
と
明
す
」
と
し
て
を
ら
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

「
壌
滅
す
る
法
で
あ
る
か

ら

（員
の
）
苦
滅
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
ふ
意
味
に
と
る
方
が
自
然
だ
と
考

へ
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で

『
四
天
王
寺

會
本
』
そ
の
他
の
や
う
に
訓
む
の
が
よ
い
と
剣
断

し
ま
し
た
の
で
、

『
昭
和
會
本
』
の
訓
教
方
を
表
題
の
訓
み
の
や
う
に
訂

正
し
ま
し
た
。

い
、
太
子
は
、
煩
悩
を

″
滅
す
る
の
で
は
な
く
、

「
断
」
ち
切
る
の
で
あ
る
″
と
、

経
典
を
解
澤
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

「
壊
滅
に
非
ず
と
雖
も
自
然
に
煩
悩
を
離
る
」
（煩
悩
を
壊
し
て
無
く
し
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
が
、
自
然
に
煩
悩
を
離
れ
て

し
ま
ふ
こ
と
で
あ
る
）
と
あ
り
ま
す
。　
つ
ま
り
、　
″
煩
悩
が
無
く
な
つ
て
し
ま
ふ
こ
と
は
な
い
、
煩
悩
を
無
く
し
て
し
ま
ふ

こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
こ
で
煩
悩
に
東
縛
さ
れ
な
い
境
地
が
、
員
の
苦
滅
で
あ
る
″
と
言

は
れ

る
の
だ
と
思

は
れ
ま
す
。

「
断
ず
る
」
の
は
、
「
壊
滅
す
る
」
の
で
は
な
い
、
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
は
言
つ
て
み
れ
ば
、
永
遠
の
努
力
の
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二
四
四

道
で
も
あ
り
ま
せ
う
。
『
義
疏
』
で
は
、
こ
の
や
う
に

「
断
」
と

「
壊
滅
」
と
を
は
つ
き
り
匡
別
し
て
ゐ
ま
す
が
、
『
敦
燈
本
』

に
は
、
「
断
煩
悩
滅
。
名
壊
法
滅
。
不

（可
）
以
此
滅
。

篤
元
作
員
滅
也
。
」
（煩
悩
を
断
ず
る
は
滅
な
り
。

壊
の
法
の
滅
と

名
づ
く
。

此
の
滅
を
以
て
、　
元
作
の
員
滅
と
篤
す

（可
）
か
ら
ず
）
と
あ
つ
て
、
「
断
」
と

「
壊
滅
」
と
を
同
じ
も
の
と
し

て
ゐ
ま
す
。
し
た
が
つ
て

『
義
疏
』
の
解
説
と
は
全
く
違
ふ
も
の
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。

な
は

「
壊
滅
に
非
ず
と
雖
も
煩
悩
を
離
る
」
と
あ
る
の
は
、
『
敦
燈
本
』
と

『
義
疏
』
と
同
じ
で
す
が
、
『
義
疏
』
に
は
花

山
信
勝
博
士
の
指
摘
に
あ
る
通
り
、

「
自
然
に
」
と
い
ふ
語
が
加

へ
ら
れ
て
ゐ
て
、
徴
妙
な
心
の
経
過
を
表
現
し
て
ゐ
る
と

思
は
れ
ま
す
。
こ
の

「
自
然
に
」
と
い
ふ
お
言
葉
に
は
非
常
に
深
い
意
味
合
ひ
が
こ
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
。

二
、
「
第
二
に
言
ふ

（所
の
）
苦
の
減
従
り
以
下
、
今
の
滅
は
是
れ
有
な
り
と
明
す
」
の

「
有
」
に
つ
い
て

『
敦
建
本
』
に
、
「
第
二
。
明
今
滅
是
員
。
従
所
言
苦
減
已
下
是
。
」
（第
二
に
、
今
の
滅
は
是
れ
員
な
り
と
明
す
。
言
ふ
所

の
苦
の
減
従
り
已
下
是
な
り
）
と
あ
り
ま
す
。
『
義
疏
』
の

「
有
」
は
、
「
員
」
の
誤
り
で
は
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
ま
す
。
『
義

疏
』
の

「
有
」
を
生
か
せ
ば
、
「
妙
有
」
で
あ
る
と
す
べ
き
で
す
が
、　
そ
の
前
に
、

「
第

一
に
昔
の
滅
は
員
に
非
ず
と
明
す
」

「
義
疏
』
『
敦
煙
本
』
同
じ
）
と
あ
る
の
で
、　
そ
れ
に
照
應
す
る
鮎
か
ら
も

「
員
」
の
方
が
自
然
と
思
は
れ
ま
す
。

花
山
信

勝
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
通
り
と
思
は
れ
ま
す
。
「
花
山
信
勝
校
訳
本
』
二
五
０
２
二
五
一
頁
）　
　
　
　
　
　
　
　
（夜
久
正
雄
）



第
八
　

法

身

章

〔
法
身
章
の
来
意
雄
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
詳
）

世
尊
。
恒
沙
に
過
ぎ
た
る
と
か
ら
以
下
は
、
「
乗
の
境
」
を
説
明
す
る
八
つ
の
）
章
の
中
の
第
三
で
、
法
身
章
と
名
づ
け
ま
す
。

此
の
章
の
由
末
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―
衆
生
は
、
前
の
第
二
の
如
末
蔵
章
に
お
い
て
、
勝
重
が
八
聖

諦
を
信
じ
な
さ
い

と
勤
め
る
に
営

つ
て
、
若
し
如
末
蔵
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
人
は
そ
の
ま
ま
法
身
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
、
此
の
二
つ
を
信
ず
る

者
は
同
時
に
八
聖
諦
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
説
く
の
を
聞
い
て
、
そ
こ
で
更
に
か
う
謂
ふ
で
あ
り
ま
せ
う
。
…
…
此
の
如
末

蔵
と
法
身
と
は
必
ず
異
な
つ
た
も
の
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
、
そ
れ
故
に
如
末
蔵
を
信
ず
る
こ
と
は
印
ち
法
身
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き

る
と
云
ふ
の
で
あ
る
、
若
し

（如
末
蔵
と
法
身
と
が
）

一
證
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
二
つ
を

一
つ
づ
つ
別
に
取
り

學
げ
る
こ
と
が
あ
ら
う
か
、
…
…
と
。
　

そ
れ
故
に
今

（
こ
の
法
身
章
で
、
煩
悩
に
）
隠
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
如
末
蔵
と
し
、
顧
は
れ

て
ゐ
る
の
を
法
身
と
し
、
隠
さ
れ
て
ゐ
る
の
と
順
は
れ
て
ゐ
る
の
と
は
異
な
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま

一
證
で
あ
る
、

決
し
て
異
證
で
は
な
い
、
と
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
―
―
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
、
ま
た
分
け
て
三
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
如
末
蔵
と
法
身
と
は
、
こ
れ
は
印
ち

一
證
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

正
読
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二
四
六

第
二
に
、
智
を
取
り
學
げ
て
、　
一
饉
で
あ
る
こ
と
を
立
證
し
ま
す
。

第
三
に
、
如
末
蔵
は
二
乗
が
到
達
し
て
ゐ
る
境
地
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

ど
税
０
霧
ンルト於
団
洪
一健
リ
ガ
ず
、
戟
が
」
の
霧
五
に
浮
就
載
ど
が
づ
く
。
　
け
の
載
が
結
群
は
ヽ
惨
ヽ
二
の
新
ゴ
の

妊
恭
耐
載
ぽ
だ
彗
認
グ
儲
ぜ
よ
と
餅
め
て
、
か
し
静
く
妊
蕪
面
を
犠
ず
る
ひ
と
は
配
ザ
げ
く
灘
射
を
犠
ず
、
ぼ
の
ゴ
を

犠
ず
る
親
は
蒸
静
く
だ
墾
認
Ｆ
儲
ず
と
だ
ふ
こ
と
を
離
き
て
、
薙
に
雌
の
婿
葱
所
と
灘
就
と
は
端
サ
き
れ
毀
献
な
ら
ん
、

配
に
所
を
犠
ず
る
は
叫
ザ
静
く
渥
就
を
侵
ず
と
だ
ふ
ヽ
か
し
き
れ
↓
麟
な
ら
ば
艶
律
襲
ね
て
雪
げ
ん
や
と
識
は
む
。

デ
騰
に
製
熙
れ
た
る
を
妊
蕪
蔚
と
鮮
し
ヽ
配
は
れ
た
る
を
離
就
と
詳
し
ヽ
朧
蔵
た
な
り
と
慇
ゞ
叫
ず
き
れ
礼
獣
な
り
、

甦
に
即
献
鯖
し
と
嚇
す
な
り
。
　
囀
に
詳
き
て
葺
舛
ち
て
式
と
が
す
。

第
一
に
妊
鷲
所
と
湖
就
と
は
叫
ザ
き
れ
礼
献
な
り
と
嚇
す
。

家
ｒ
に
響
を
響
げ
で
↓
獣
を
議
す
。

察
式
に
妍
恐
面
は
一
鶏
の
嚇
鷺
ビ
親
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。



如
末
蔵
と
法
身
と
は

一
饉
な
り
と
明
す

法身章上げ一一一一一］嚇［「一̈一解［一】一『いす

（こ
の
章
の
科
段
分
け
表
）

〔如
来
蔵
と
法
身
と
は
一
腱
な
り
と
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
こ

（法
身
章
の
第
一
に
、
如
末
蔵
と
法
身
と
は
、
こ
れ
は
印
ち
一
饉
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。）

団
洪
に
ぽ
ぎ
た
る
と
稽
ぽ
。
稽
鷹
。
稽
ぜ
な
る
な
計
ザ
の
鷹
ガ
を
麟
調
プ
る
を
、
妊
な
の
灘
就
と
譜
く
と
は
ヽ
如
末
蔵
を
畢
げ
て

法
身
に
相
印
さ
せ
ま
す
。
　
恒
沙
に
過
ぎ
た
る
と
と
は
、
煩
悩
が
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
よ
り
も
多
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。

是
の
如
く
の
如
来
の
法
身
の
煩
悩
蔵
を
離
れ
ざ
る
を
、
如
来
蔵
と
名
づ
く
と
は
、
法
身
を
學
げ
て
如
末
蔵
に
相
印
さ
せ
ま
す
。

（訓
讃
文
）

連
フルト於
匡
洪
一。
な
ぽ

・
村
膠

・
村
撃
“
村
計
ぎ
ノ鷹
ガ
フ麟
謝
メ
る
譜
ン婿
な
ノ灘
就
・卜０
と
は
姑
恭
面
を
雪
げ
て
鮮
就

に
腋
す
。
　
避
ンルト於
団
洪
一。
と
は
、
魔
鵬
の
圧
湯
に
ご
ぎ
た
る
を
嚇
す
な
り
。
　
妊
”
ノ般
ノ妊
鷲
ノ灘
射
ノ下
降
フ職
ル題

鵬
薔
・ワ。
響
ブ″妊
嶽
耐
・卜。
と
は
ヽ
湖
射
を
響
げ
て
姑
鷲
面
に
岐
す
。
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組
典
（
一如
跡
醸
嘘
臓
孵
賛
は
）

世
奪
。
過
ン
ルト
於
恒
沙
一。
不

離

・
不
脆

・
不
異
ナ
ル
不
思

議
ノ佛
法
フ成
就
ス
ル
る

説
ン如

末
′
法
身
・卜。
世
奪
。
如
”
′是
ノ

如
末
ノ
法
身
ノ
不
”
ヮ
離
ル
煩
悩

蔵
・ヮ。
名
ブ
″如
末
蔵
・卜。

経
典
訓
讀
文

ビ
筑
。
匡
洪
に
選
ぎ
た
る
と
、
村

ｒ

。
村
鷹
・
村
黙
な
る
村
殷
評
の

薩
測
を
雌
就
プ
る
を
、
妊
鷲
の
混

就
と
謝
く
。
ど
鎌
。
ぼ
の
妊
く
の

妍
対
の
澪
就
の
鷹
鵬
藤
を
離
れ
ざ

る
を
、
妍
対
面
と
名
づ
く
。

二
四
八

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
数
よ
り
も
多
い

（煩
悩
）

と
、
そ
の
煩
悩
を
離
れ
ず
、
そ
れ
か
ら
腕
け
出
る
こ
と
な

く
、
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
な
く
、
人

々
の
思
議
を
超
え
た

佛
法
を
成
就
す
る
の
を
、
如
末
の
法
身
と
説
き
ま
す
。
世

箪
よ
。
こ
の
や
う
な
如
末
の
法
身
は
、
煩
悩
の
ま
と
ひ
つ

く
の
を
離
れ
る
こ
と
が
な

い
、

こ
れ
を
如
末
蔵
と
名
づ

け
ま
す
。
」

〔智
を
畢
げ
て

一
腱
を
證
す
〕
（現
代
語
詳
）

（一
じ

（法
身
章
の
）
第
二
に
、
如
来
蔵
智
は
是
れ
如
来
空
智
な
り
と
は
、
智
を
摯
げ
て

（如
爽
蔵
と
法
身
と
が
）

一
證
で
あ

る
こ
と
を

立
證
し
ま
す
。
智
は
印
ち

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
（そ
の

一
つ
で
あ
る
智
が
照
し
観
る
）
境
地
が
ど
う
し
て
二
つ
あ
り
ま
せ
う
か
、
と

い
ふ
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
（如
末
蔵
は
）
未
だ
煩
悩
を
離
れ
て
ゐ
な
い
、
そ
れ
故
、
如
末
蔵
は

「
不
空
」
（室
で
は
な
い
）
と
し
ま
す
。

（法
身
は
）
す
で
に
煩
悩
を
離
れ
て
ゐ
る
、
そ
れ
故
、
法
身
を

「
空
」
と
し
ま
す
。

そ
れ
故
に
、
如
末
蔵
を
照
し
観
る
智
を
如
末
蔵

智
と
し
法
身
を
照
し
観
る
智
を
如
末
室
智
と
し
ま
す
。
如
末
蔵
を
照
し
観
る
智
と
法
身
を
照
し
観
る
智
と
は
、
智
は
印
ち
結
局

一
證



の
智
で
あ
り
ま
す
。
智
は
印
ち

一
つ
で
あ
り
ま
す
。
（そ
の

一
つ
で
あ
る
智

に
よ

つ
て
）
照
し
観
ら
れ
る
境
地
の

（如
爽
蔵
と
法
身

と
が
、
）
ど
う
し
て
異
な
つ
た
も
の
で
あ
り
得
ま
せ
う
か
。

（訓
讀
文
）

妊
棘
蕩
攣
慧^
レ妊
獄
堅
攣
す
と
は
ヽ
射
ゴ
に
響
を
雪
げ
て
ぃ一っ置
を
識
デ
。
智
は
叫
ザ
き
れ
コちな
り
。
嚇
慨
タ
ゴ
材
ら
ん

と
嚇
す
。
私
だ
魔
懺
を
離
れ
ず
、
配
に
耐
を
ば
行
ぅ
と
ぼ
す
。
麒
に
席
鵬
を
麟
る
、
配
に
澪
就
を
場
と
評
す
。
が
魔
に

所
を
鷹
す
を
婿
蒸
藤
智
と
が
し
ヽ
澪
就
を
鷹
す
を
妍
鷲
箋
智
と
が
す
。
産
を
鷹
す
と
灘
就
を
鷹
す
と
、
智
韓
ザ
編
に
き

れ
↓
獣
の
管
な
り
。
響
蝋
ザ
慧
れ
礼
な
り
。
離
陽
が
獄
覗
や
昇
麟
な
る
を
行
ん
や
。

経
典

（諧
陸
梓
謝
貿
）
　

　

　

　

組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
典
現
代
語
課

世
奪
。
如
来
蔵
智

是^
レ如
末
　
　
世
奪
。
如
末
蔵
智
は
是
れ
如
末
空
　
　
「
世
奪
よ
。
如
末
蔵
智
は
如
末
室
智
で
あ
り
ま
す
。
」

空
智
ナ
ツ
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
智
な
り
。

〔如
来
蒙
は
二
乗
の
境
界
に
非
ざ
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（一こ

（法
身
章
の
）
第
三
に
、　
如
末
蔵
は
、　
二
乗
が
到
達
し
て
ゐ
る
境
地
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
此
の
如
末
蔵
は
道
理
が
深

く
幽
玄
徴
妙
で
あ
つ
て
、
二
乗
の
識
別
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
ま
た
昔
日
に
は

（如
爽
蔵
を
二
乗
の
）
篤
に

読
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
故
に

（如
末
蔵
は
、
二
乗
が
）
か
つ
て
見
る
こ
と
も
な
く
、
得
る
こ
と
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

正
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二
五
〇

「本
義
」
は
次
の
や
う
に
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
―
―
如
末
蔵
章
と
法
身
章
と
は
全
く
別
々
の
文
章
で
は
な
い
。
た
だ

（如
末
蔵
章
に
）

附
し
て
説
明
す
れ
ば
充
分
に
願
は
れ
る
。
別
に

（法
身
章
を
）
立
て
る
必
要
は
な
い
、
―
―
と
。
　
叉
次
の
や
う
に
云
ふ
説
も
あ
り

ま
す
。
―
―
恒
沙
に
過
ぎ
た
る
と
か
ら
以
下
は
、
第
九
の
室
義
隠
覆
章
に
入
る
。
此
の
箇
所
は
、
ま
さ
に
境
の
員
責
を
説
明
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
音
日
は
室
の
義
が
覆
ひ
隠
し
て
ゐ
て
、
（如
末
蔵
が
）
顧
は
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

射
ョ
に
妊
葱
面
は
尉
剰
の
嚇
鷺
ビ
撹
ざ
る
を
嚇
す
。
雌
の
姑
鷲
面
は
ｒ
港
く
幻
併
に
し
て
珊
鶏
の
計
る
屏
け
飛
ざ
る
を

嚇
す
な
り
。
バ
響
醜
朧
に
詐
か
ず
。
調
に
対
貯
ず
律
ざ
る
旅
な
り
。

村
ぎ
に
ｒ
は
く
。
妍
鷲
藤
戟
ど
灘
就
載
ど
は
甦
に
脱
丸
無
し
。
麟
階
し
て
嚇
す
に
醸
に
配
は
る
。
肛
に
雌
す
こ
と
を
は

ら
ず
と
。
　
葺
だ
は
く
。
避
コルト於
葺
洪
一行
り
喋
Ｗ
、
新
が
・
督
デ
麟
覆
軋
ぽ
だ
る
。
」
は
さ
れ
嚇
″
此
民
を
嚇
す
。

耐
る
に
彗
戯
肇
霧
駐
啓
し
て
配
は
れ
ざ
り
し
を
晩
て
な
り
と
。

組
典
訓
讀
文

世
奪
。
如
末
蔵
は
、　
一
切
の
阿
羅

配
と
躍
対
薩
と
だ
斌
誓
薩
と
の
、

た
貯
ぎ
る
臓
、
社
争
ざ
る
屏
が
り
。

経
典

（胸
は
揃
ね
こ
諫
”
嗜
）

世
奪
。
如
末
蔵

者^
。　
一
切
ノ

阿
羅
漢
卜
辟
支
佛
卜
大
力
菩

薩
卜
‘

本
所
レ
不
”
見
。
本

所
”
，
不
”
得
。

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
如
末
蔵
は
、　
一
切

の
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
大

力
の
菩
薩

（七
地
以
下
の
菩
薩
）
と
が
、
か
つ
て
は
見
る

こ
と
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
つ
て
は
得
る
こ
と
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
」



〔
研
究
〕

○
　
太
子

『
義
疏
』
に
於
て

「
法
身
章
」
と
い
ふ
章
を
立
て
た
こ
と
に
つ
い
て
―
―
『
敦
燈
本
』
と
の
比
較
―
―

太
子

『
義
疏
』
は
、
「
無
邊
聖
諦
章
」
の
解
説
の
は
じ
め
に
、
「
以
下
は
、
正
説
の
中
の
第
二
に
、
八
章
を
撃
げ
て
以
て
乗

の
境
を
明
す
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
の
中
を
二
つ
に
分
け
、
「
第

一
に
前
の
四
章
に
は
絶
じ
て
境
界
を
明
」
す
と
し
、
そ
の
「
第

一
」
を
四
章
に
分
け
、
「
一
に
無
邊
聖
諦
章
、
二
に
如
末
蔵
章
、
三
に
法
身
章
、
四
に
空
義
隠
覆
章
」
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
如
末
蔵
章
」
も

「
法
身
章
」
も
明
瞭
に
匡
分
さ
れ
て
ゐ
ま
す
。
「
法
身
章
」
の
匡
分
に
営
つ
て
は
、
そ
の
は
じ
め
に

「
此
の

章
の
末
意
は
、
云
々
」
と
あ
つ
て
、
「
法
身
章
」
を
立
て
る
由
末
が
明
記
さ
れ
て
を
り
ま
す
。
す
な
は
ち

「
如
爽
蔵
と
法
身

と
を
學
げ
て
信
じ
な
さ
い
」
と
勝
重
が
読
く
の
を
聞
い
て
、
衆
生
が
そ
れ
な
ら

「
如
末
蔵
と
法
身
と
は
、
二
つ
の
異
な
つ
た

饉
で
あ
ら
う
」
と
思
ふ
で
あ
ら
う
、
そ
れ
に
封
す
る
解
答
が
こ
の
章
の
末
意
で
あ
る
、
と
説
い
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

衆
生
の
問
ひ
に
封
す
る
答

へ
と
し
て
説
明
さ
れ
た
箇
所
は
、
『義
疏
』
の
至
る
所
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
は
れ
ま
す
。
『
勝
重
組
』
そ
の
も
の
が
、
主
と
し
て
澤
迦
佛
と
勝
重
夫
人
と
の

間
答
を
内
容
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
『義
疏
』
は
、
単
な
る
語
義
の

一
面
的
な
説
明
で
は
な
く
、
衆
生
の
問
ひ
を

は
じ
め
、
『
義
疏
』
の
筆
者
自
身
の
疑
間
を
も
取
り
あ
げ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
考
し
、
解
答
を
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
「
法
身
章
」
を
立
て
る
意
義
も
、
衆
生
の
問
ひ
に
数
し
て
ゐ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
わ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。
『
義

疏
』
そ
の
も
の
が
自
間
自
答
を
も
含
め
て

一
種
の
間
答
と
も
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
「
法
身
章
」
を
立
て
る
に
つ
い
て
も
、

正
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二
五
二

そ
の
こ
と
が
考

へ
ら
れ
ま
す
。
２

八
七
、
八
頁
参
照
）

さ
て
、
「
法
身
章
」
の
解
説
の
修
り
の
と
こ
ろ
で
、
『
義
疏
』
は
次
の
や
う

に
述

べ
て
、
「
法
身
章
」
を
獨
立
の
章
と
は
し

な
い
説
を
拳
げ
て
を
ら
れ
ま
す
。

「
本
義
に
云
は
く
。
如
末
蔵
章
と
法
身
章
と
は
更
に
別
文
無
し
、
但
附
し
て
明
す
に
已
に
顧
は
る
。
別
に
出
す
こ
と

を
偶
ら
ず
と
。
　

叉
云
は
く
。
過
ン
ルト
於
恒
沙
一従
り
以
下
、
第
九

・
室
義
階
覆
章
に
入
る
。
此
は
是
れ
境
の
員
賓
を

明
す
。
而
る
に
昔
は
空
義
隠
覆
し
て
顧
は
れ
ざ
り
し
を
以
て
な
り
と
。
」

右
の
文
の
は
じ
め
の
読
は
、
「
法
身
章
」
は

「
如
末
蔵
章
」
の
附
説
で
あ
る
と
し
、
あ
と
の

「
叉
云
は
く
」
の
読
は
、
「
法
身

章
」
の
箇
所
は
、
次
の
第
九

「
室
義
隠
覆
章
」
に
入
る
、
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で

『
敦
燈
本
』
は
、
「
如
爽
蔵
章
」
と

「
法
身
章
」
と
の
二
章
に

つ
い
て
は
、
特
に
章
名
を
拳
げ
る
こ
と
な
く
、

第
六

「
無
邊
聖
諦
章
」
の
中
に
つ
づ
け
て
解
説
し
、
太
子

『
義
疏
』
に
お
け
る

「
法
身
章
」
の
箇
所
の
修
り
の
と
こ
ろ
に
、

太
子

『
義
疏
』
が
引
用
し
た

「
本
義
に
云
は
く
」
と
は
と
ん
ど
同
じ
文
を
記
し
て
ゐ
ま
す
。
す
な
は
ち
、

如
末
蔵
章
法
身
章
。
更
元
別
文
。
印
是
前
嘆
甚
深
。
及
動
信
二
段
也
。
附
明
以
願
。
不
恨
別
出
也
。

就
第
九
室
義
隠
覆
章
。
篤
澤
疑
故
。
明
此
義
也
。
叉
分
篤
四
。
第

一
。
明
境
之
員
責
。
又
分
篤
三
。
第

一
。
以
蔵
印

法
身
。
従

「
世
奪
過
於
恒
沙
」
己
下
是
。
（日
本
思
想
大
系
本

『聖
徳
太
子
集
』
四
≡

責
）

（如
末
蔵
章

。
法
身
章
は
更
に
別
文
元
し
。
印
ち
是
れ
前
に
甚
深
を
嘆
じ
、
及
び
信

を
動
む

る

二
段
な
り
。
附
し
て



明
す
に
以
て
顧
は
る
。
別
に
出
す
を
俣
ら
ざ
る
な
り
。

第
九
空
義
隠
覆
章
に
就
き
て
、
疑
ひ
を
繹
く
が
馬
の
故
に
、
此
の
義
を
明
す
な
り
。
叉
分
ち
て
四
と
篤
す
。
第

一
に
、

境
の
員
寅
を
明
す
。
又
分
ち
て
三
と
篤
す
。
第

一
に
、
蔵
を
以
て
法
身

に
印
す
。
「
世
算
。
恒
沙
に
過
ぎ
た
る
と
」

従
り
已
下
是
な
り
。
）

右
の

『
敦
煙
本
』
の
文
の
最
後
の

「
世
奪
。
恒
沙
に
過
ぎ
た
る
と
」
の
句
は
、
太
子

『
義
疏
』
の

「
法
身
章
」
の
は
じ
め
に

あ
る
句
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
前
述
の
や
う
に
、
こ
れ
は

『
義
疏
』
の

「
叉
云
は
く
」
の
説
と
全
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
太
子

『
義
疏
』
は

「
本
義
」
の
読
を
全
く
採
用
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
「
法
身
章
」

を
立
て
た
由
末
に
つ
い
て
の

『
義
疏
』
の
説
明
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
、
衆
生
の

「
如
爽
蔵
と
法
身
と
は
異
證
な
の

か
」
と
い
ふ
問
ひ
に
嚢
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
法
身
章
」
を
立
て
る
の
が
よ
い
か
わ

る
い
か
と
い
ふ
鮎
に
つ
い
て
は
今
鯛
れ
ぬ
と
し
て
も
、
『
義
疏
』
が
、
「
本
義
」
の
読
を
充
分
に
理
解
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
探

用
し
て
ゐ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

な
は

『
敦
違
本
』
で
は
、
「
如
末
蔵
章
」
は

「
第
六

・
無
邊
聖
諦
章
」
に
、
「
法
身
章
」
は

「
第
九

・
室
義
隠
覆
章
」
に
入

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も

「
第
六

。
無
邊
聖
諦
章
」
の
次
に
「
第
九

・
室
義
隠
覆
章
」
と
な
つ
て
を
り
ま
す
。
『
敦

燈
本
』
の
読
の
通
り
に
す
る
な
ら
ば
、
「
第
七

・
室
義
隠
覆
章
」
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
議
に
お
い
て
、
『
敦
煙

本
』
の
科
段
分
け
に
は

「
第
七
」
、
「
第
八
」
が
な
い
の
に

「
第
九
」
を
立
て
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
は
何
故
か
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二
五
四

わ
か
り
ま
せ
ん
。

太
子
は
恐
ら
く
、
「如
末
蔵
章
」
と
い
ふ

『勝
董
痙
』
に
お
い
て
特
に
重
要
な
宗
教
思
想
を
あ
ら
は
す
箇
所
を
、
は
つ
き

り

一
章
と
し
て
立
て
る
お
考
へ
に
も
と
づ
い
て
、
「
本
義
」
の
読
を
採
用
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
太
子
の
御

解
説
が
、
た
だ

「本
義
」
を
模
倣
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
の
一
例
で
あ
り
ま
す
が
、
太
子
の
御
見
解
の
周
到
さ
に
驚
嘆
さ
せ

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
一久
正
雄
）



第
九

　

空

義

隠

覆

章

く
う
ぎ
　
お
ん
″
く

　
　
　
ら
い
い

〔空
義
隠
覆
章
の
来
意
競
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
詳
）

絶
括
し
て
乗
の
境

（有
作

・
無
作
の
八
聖
諦
）
を
説
明
す
る
中
の
第
四
に
、
世
尊
。
二
種
の
如
来
蔵
空
智
有
り
か
ら
以
下
は
、
「
室

義
隠
覆
章
」
と
名
づ
け
ま
す
。

此
の
章
の
由
末
は
、
衆
生
は
、
こ
の
前
の
第
三
の

「
法
身
章
」
の
中
で

「
煩
悩
に
隠
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
如
末
蔵
と
し
、
顧
は
れ
て

ゐ
る
の
を
法
身
と
す
る
、
印
ち
こ
の
二
つ
は

一
證
で
あ
る
と
云
ひ
、
ま
た
智
を
拳
げ
て

一
證
で
あ
る
こ
と
を
立
證
し
て
ゐ
る
」
と
い

ふ
こ
と
を
聞
い
て
、
す
ぐ
に
次
の
や
う
な
疑
間
を
起
す
で
あ
り
ま
せ
う
。
…
…
道
理
が
初
め
か
ら
こ
の
や
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
昔
日

に
は
ど
う
い
ふ
考

へ
が
あ
つ
て
説
か
な
か
つ
た
の
か
、
或
い
は
此
の
智
は
昔
は
未
だ
得
て
ゐ
な
か
つ
た
が
、
今
日
ま
さ
に
證
得
で
き

る
や
う
に
な
つ
た
が
故
に
読
く
の
で
あ
ら
う
か
、
…
…
と
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
。
―
―
員
寅
を
照
し

観
る
智
は
、
本
来
昔
か
ら
こ
の
方
、
常
に
存
在
し
て
ゐ
ま
す
が
、
た
だ
昔
日
に
は

（如
末
蔵
を
説
く
べ
き
）
時
機
で
な
か
つ
た
の
で
、

読
か
な
か
つ
た
の
で
す
。
人
生
は

「
苦
」
で
あ
り
、
「
室
」
で
あ
り
、
「
無
常
」
で
あ

る
等

の
教

へ
に
よ
つ
て
、
「
員
賓
」
を
覆
ひ
隠

し
て
、
顧
は
さ
な
か
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。
　

こ
の
中
に
つ
い
て
二
つ
あ
り
ま
す
。

正
読
　
第
九

・
空
義
隠
覆
章
　
　
　
一
一五
五



第 第

に に

二
五
六

正
し
く
智
は
本
末
、
昔
か
ら
こ
の
方
、
常
に
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

此
の
二
の
空
智
は
か
ら
以
下
は
、
そ
の
時
機
で
な
か
つ
た
故
に
読
か
な
か
つ
た
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

世
税
。
が
一
一鶴
′妊
棘
蕩
堅
針
・行
リ
オ
ブ
ヽ
経
じ
て
獄
が
嚇
す
囃
の
射
け
に
ぅ
ぎ
麟
蔵
載
ど
伊
づ
く
。

此
の
章
の
末
る
意
は
、
物
、
上
の
第
三
の
法
身
章
に
、
隠
れ
た
る
を
如
末
蔵
と
馬
し
、
願
は
れ
た
る
を
法
身
と
篤
す
、

叫
ザ
き
れ
一、、っ獣
な
り
と
ガ
ひ
、
葺
智
を
雪
げ
て
一、、っ獣
を
識
デ
る
を
離
き
て
、
は
ザ
興
げ
を
曇
ず
ら
く
。
翌
簾
に
般
の
妊

く
な
ら
ば
、
昔
日
に
何
の
意
あ
れ
ば
か
読
か
ざ
る
、
或
い
は
此
の
智
は
昔
は
未
だ
し
き
を
方
に
今
乃
ち
得
る
が
故
に
爾

ゆ〓　
￥
く
　
い　
　
　
しｔ
つ　
てら　
ち　
もと　
　
こ　
　
　
つた　
が
な
れ
ど
も
、
但
昔
日
は
其
の
時
に
非

る
や
と
。
　

故
に
澤
し
て
日
は
く
。
員
賓
を
照
す
智
は
本
よ
り
末
の
か
た
常
に

ゆ
ゑ
　
　
と
　
　
　
　
　
　
　
く

　

　

く
う
　
　
む
し
よ
う
と
う
　
　
も
つ
　
　
お
ん
‘
く
　
　
な
　
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
か
　
　
つ
　
　
　
　
　
に
　
あ

ざ
る
が
故
に
読
か
ず
。
苦

・
室

。
無
常
等
を
以
て
隠
覆
を
篤
し
て
願
は
さ
ざ
る
な
り
と
。
　

中
に
就
き
て
二
有
り
。

第

一
に
正
し
く
智
は
則
ち
本
よ
り
末
の
か
た
常
に
有
な
る
を
明
す
。

第
二
に
此
ノ
ニ
ノ
空
智

従^
り
以
下
、
時
に
非
ざ
る
が
故
に
用
ひ
ざ
る
を
明
す
。



室義隠覆章上［一一時一［一一一』］］一ざるを明す―［
‐
ｏ
愚
を
畢
げ
二
乗
を
抑
す

‐
ｏ
結
す

‐
口
佛
の
み
證
を
得
た
ま
ふ
を
明
す

（こ
の
章
の
科
段
分
け
表
）

〔
智
は
常
に
有
な
る
を
明
す
〕
（現
代
語
課
）
盆

）

（室
義
隠
覆
章
の
）
第

一
に
、
直
ち
に
智
は
、
（本
来
、
昔
か
ら
こ
の
方
、
常
に
）
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
す
る
中
に
つ
い
て

三
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
直
ち
に
智
が
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
三
た
び

「
若
し
く
は
」
の
語
を
撃
げ
て
、
空
の
境
地
に
つ
い
て
智
が
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
四
つ
の
不
空
を
拳
げ
て
不
室
の
境
地
に
つ
い
て
智
が
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

二
種
の
如
来
蔵
空
智
有
り
と
は
、
如
末
蔵
智

（如
末
蔵
を
照
し
観
る
智
）
と
法
身
智

（法
身
を
照
し
観
る
智
）
と
を
謂
ひ
ま
す
。
直
ち
に

二
種
の
如
爽
蔵
智
と
云
ふ
だ
け
で

（室
智
と
云
は
な
く
て
も
）
ま
た
充
分
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
何
故
に
、
空
智
と
稗
す
る
の
か
と

一百
ひ
ま
す
と
、
「
境
」
に
は

「
室
」
（法
身
）
と

「
不
室
」
（如
末
蔵
）
と
が
あ
り
ま
す
が
、
（そ
れ
を
照
し
観
る
）
智
は
、
印
ち
唯

一
つ

正
説
　
第
九

・
室
義
隠
覆
章
　
　
　
一
一五
七



二
五
八

の

「
空
智
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に

「
空
智
」
と
言
つ
て
、
（智
が
）
存
在
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

だ
い
い
ち
　
　
た
だ
　
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
あ
か
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
さ
ん
あ

第

一
に
直
ち
に
智
の
有
な
る
を
明
す
に
就
き
て
三
有
り
。

第
一
に
直
ち
に
智
の
有
な
る
を
明
す
。

第
二
に
三
の
若
を
學
げ
て
、
室
の
境
に
就
き
て
智
の
有
な
る
を
明
す
。

孵
載
に
酔
の
特
場
を
輸
げ
て
、
村
場
の
獄
ぽ
計
き
て
智
の
が
な
る
を
嚇
す
。

伊
誅
一秘
′婿
獄
督
堅
攣
・と
は
ヽ
計
は
く
姑
鷲
耐
智
と
灘
射
智
と
な
り
。
薩
ち
に
ゴ
毬
の
妊
恐
蔚
計
と
ぶ
ひ
て
ぶ
き
り

ぬ
。
性
が
配
に
肇
智
と
織
ず
と
な
ら
ば
、
蟻
ぽ
螢
・
村
場
が
れ
ど
も
、
智
は
叫
ザ
熙
き
れ
コち
の
場
智
な
り
。
礎
に
肇
智

と
ｒ
ひ
て
夕
を
雪
ぐ
。

経
典
（瑠
狙補漿鮪
）

世
奪
。
有
型
一種
″
如
末
蔵
室

智
・。

世
奪
。
室
如
末
蔵

若^
ハ離

。

若
ハ腕

。
若

異^
ノ
一
切
ノ
煩
悩

蔵
ナ
リ
０

経
典
訓
讀
文

ビ
鏡
。
ゴ
機
の
妊
鷲
藤
埜
智
粋
り
。

ビ
鎌
。
肇
妊
鷲
面
は
か
し
く
は
耐

・

若
し
く
は
脱

。
若
し
く
は
異
の

一

切
の
煩
悩
蔵
な
り
。

経
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
二
種
の
如
末
蔵
空
智
が
あ
り
ま
す
。
」

「
世
奪
よ
。
室
如
末
蔵
は
、
若
し
く
は
離

（煩
悩
か
ら
離
れ

る
）、
若
し
く
は
腕

（煩
悩
を
脱
す
る
）、
若
し
く
は
異

（煩

悩
と
は
異
な
る
）
で
あ
つ
て
、
な

は

一
切

の
煩
悩

の
蔵
で

あ
り
ま
す
。
」



世
奪
。
不
室
如
末
蔵
６
過
考
卜
　

世
算
。
不
室
如
末
蔵
は
、
恒
沙
に

於
恒
沙
一
不
離

・
不
腕

・
不
　
　
過
ぎ
た
る
と
不
離

・
不
腕

・
不
異

異
ラ
テ
不
思
議
′
佛
法
ナ
リ
０
　
　
　
に
し
て
不
思
議
の
佛
法
な
り
。

「
世
奪
よ
。
不
室
如
末
蔵
は
、
ガ
ン
ジ

ス
河
の
砂

の
数
よ

り
も
多
い

（煩
悩
）
と
、
不
離

・
不
脆

・
不
異
で
あ

つ
て
、

な
ほ
如
末
の
蔵
で
あ
る
不
思
議
の
佛
法
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
時
に
非
ざ
る
が
故
に
用
ひ
ざ
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
じ

（室
義
隠
覆
章
の
）
第
二
に
、
此
の
二
の
空
智
は
か
ら
以
下
は
、
公
一乗
に
封
し
て
如
末
蔵
を
説
く
べ
き
）
時
機
で
な
か
つ
た
の
で
、

説
か
な
か
つ
た
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
三
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
俣
に
そ
の
時
機
で
あ
つ
た
と
し
て
説
き
、
（修
行
を
積
ん
だ
大
乗
の
佛
弟
子
に
封
比
し
て
、
）
一
一乗
の
愚
を
取
り
學
げ
、

（二
乗
が
既
に
覺
つ
た
と
す
る
の
を
）
抑

へ
ま
す
。

第
二
に
、
正
し
く

（如
末
蔵
を
読
く
べ
き
）
時
機
で
な
か
つ
た
の
で
、
説
か
な
か
つ
た
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
（結
び
の
説
明
を

し
ま
す
。
）

第
三
に
、　
一
櫨
の
苦
の
減
か
ら
以
下
は
、
た
だ
佛
だ
け
が
證
を
得
て
を
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

げ
４
一ノ奎
伊
バ征
り
喋
Ｗ
ヽ
射
ゴ
に
曝
に
対
ざ
る
が
耀
に
馳
ひ
ず
と
嚇
す
。　
輯
に
詳
き
て
三
が
り
。

第

一
に
偶
設
し
て
愚
を
拳
げ
二
乗
を
抑
す
。

正
説
　
第
九

・
室
義
隠
覆
章
　
　
　
一
一五
九



一
〓
ハ
○

第
二
に
正
し
く
時
に
非
ざ
る
が
故
に
用
ひ
ざ
る
を
明
す
。

新
五
に
一、、っ櫨
′警
ノ潔
征
り
丼
Ｗ
ヽ
囃
産
の
教
識
ど
律
た
ま
ふ
を
嚇
す
。

〔
愚
を
畢
げ
二
乗
を
抑
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
一１
０
）

（時
に
非
ざ
る
が
故
に
用
ひ
ざ
る
を
明
す
中
の
第

一
に
、
二
乗
の
愚
を
拳
げ
、
二
乗
が
既
に
覺
つ
た
と
す
る
の
を
抑

へ
ま
す
。
）

此
の
二
の
空
智
は
、
数
が
ぶ
砒
欧
ぽ
静
く
如
来
を
信
ず
と
は
、
恨
に
そ
の
時
機
で
あ

つ
た
と
し
て
説
き
、

（修
行
を
積
ん
だ
大
乗

の
佛
弟
子
に
封
比
し
て
、
）
一
一乗
の
愚
を
取
り
拳
げ
、
二
乗

（が
既
に
覺
つ
た
と
す
る
の
）
を
抑

へ
ま
す
。
此
の
二
種
類
の
室
智
は
、

二
乗
の
分
際
で
は
聞
く
こ
と
の
で
き
る
智
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。　
　
一
説
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
諸
の
大
受
聞
と
は
、
聖

位

（初
地
か
ら
十
地
ま
で
）
の
中
の
共
位

（初
地
か
ら
七
地
ま
で
）
の
諸

々
の
菩
薩

で
あ

る
、

―
―
と
。
　

四
不
願
倒
Ｔ
）と
は
、

常
に

解
澤
し
て
ゐ
る
通
り
で
あ
り
ま
す
。

（１
）

四
不
順
倒
　
常

・
榮

・
我

・
浄
に
つ
い
て
、
無
常
を
永
遠
と
見
る
、
苦
を
榮
と
見
る
、
無
我
を
我
あ
り
と
見
る
、
不
浄

を
浄
と
見
る
誤
つ
た
見
解
を
四
顛
倒
と
言
ひ
、
二
乗
は
、
こ
の
謬
見
を
離
腕
し
て
ゐ
る
の
で
四
不
顛
倒
と
さ
れ
る
。

（訓
語
文
）

は
４
一ノ奎
伊
６
も散
ぁぶ
銚
欧
′ヽん静
夕儲
メ妊
獄
・フと
は
ヽ
ビ
識
し
て
計
を
彎
げ
尉
霧
を
収
す
。
雌
の
ゴ
響
は
ォ
の
融
先
に
射

・
ず
。　
４
に
デ
は
く
。も献
ルボ
難
駅
ど
は
ヽ
戦
が
対
ぽ
の
戦
のも誰
が
ギ
薩
な
り
と
。　
酔
稽
既
鰐
と
は
ヽ
販
ザ
憮
にし躍



す
る
が
如
し
。

経
典
（線盪躍
ガ
一一

世
奪
。
此
ノ
一
一′
空
智

。^
諸
′

大
馨
聞

能^
夕
信
メ
如
末
・ヮ。　
一

切
ノ
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
ノ
空

智
６

於
ン
四
不
顛
倒
′
境
界
一

韓
ズ
。

〔結
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
一１
０
）

（時
に
非
ざ
る
が
故
に
用
ひ
ざ
る
を
明
す
中
の
第
二
に
、
）
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
そ
の
意
味
は
、
か

う
し
た
理
由
が
あ
つ
た
の
で
、
（昔
日
に
は
如
末
は
二
室
智
を
）
説
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
故
に
、
二
乗
は
昔
日
に
於
て
は
二
室

智
を
見
る
こ
と
も
、
聞
く
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

（訓
讀
文
）

唐
ノ盤
ニガ
Ｗ
は
騨
す
。
計
ふ
こ
こ
ろ
は
ぼ
の
が
扉
が
り
、
耀
に
計
か
ず
。
ぜ
の
鍵
に
ゴ
癬
は
部
胤
ず
ば
か
ざ
る
な
り
。

正
読
　
第
九

・
室
義
隠
覆
章
　
　
　
一
三
ハ
一

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

世
奪
。
此
の
二
の
室
智
は
、
諸
の

　

「
世
奪
よ
。
此
の
二
種
類

の
空
智
は
、
修
行
を
積
ん
だ
諸

大
馨
聞
は
能
く
如
末
を
信
ず
。　
一　
　
諸
の
大
馨
聞

（大
乗
の
佛
弟
子
）
た
ち
を
し
て
、
如
末
を
信

切
の
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
の
室
智
は
、
　

ず
る
こ
と
を
得
じ
め
ま
す
。　
一
切
の
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
の

四
不
頚
倒
の
境
界
に
於
て
韓
ず
。
　

　

室
智
は
、
四
不
顛
倒
の
境
地
に
於
て
法
輪
を
韓
ず
る

（佛

の
教
へ
を
弘
め
る
の
を
車
輪
に
た
と

へ
た
）
だ
け
で
あ
り
ま

ｔ

」



経
典

（結
す
）

是
′
故
二
一
切
′
阿
羅
漢

支
佛
６

本
所
′
不
”
見
。

所
”
９
不
”
得
。

〔佛
の
み
護
を
得
た
ま
ふ
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
一―
口
）

（時
に
非
ざ
る
が
故
に
用
ひ
ざ
る
を
明
す
中
の
）
第
三
に
、　
一
切
の
苦
の
減
は
か
ら
以
下
は
、
た
だ
佛
だ
げ
が
證
を
得
て
を
ら
れ

る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
此
の
経
典
の

一
文
が
書
か
れ
た
由
末
は
、
明
ら
か
に
し
難
い
の
で
あ
り
ま
す
。
恐
ら
く
、

そ
の
言
ふ
と
こ
ろ
は
、
―
―
如
末
に
は
四
顛
倒
が
無
い
―
―
と
い
ふ
た
め
で
あ
り
ま
せ
う
。

一
切
の
苦
を
減
す
る
道
を
修
し
た
ま
ふ
と
は
、
こ
れ
は
佛
が
す
で
に
佛
道
を
修
得
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
読
い
て
ゐ
ま
す
。
今
、
修

め
て
を
ら
れ
る
と
言
ふ
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（訓
讀
文
）

↓
球
′警
′灘
行^
り
ぱ
Ｗ
ヽ
孵
式
に
囃
鷹
の
み
識
プ
律
た
ま
ふ
こ
と
を
嗽
す
。
融
る
に
は
の
対
の
難
る
計
は
嘘
ら
め
螺

し
。
蓋
し
言
ふ

，ア
」
ろ
は
如
末
に
は
四
倒
無
し
と
な
り
。

修
ン〓
三

切
′滅
降
ル苦
ヮ道

・フと
は
、
是
は
己
に
修
す
る
を
読
く
な
り
。
今
修
す
る
を
言
ふ
に
は
非
ず
。

本  辟

経
典
訓
讀
文

是
の
故
に

一
切
の
阿
羅
漢

・
辟
支

産
は
、
た
貯
ざ
る
屏
、
た
律
ざ
る

所
な
り
。

一
一一ハ
二

経
典
現
代
語
課

「
こ
の
故
に
、　
一
切
の
阿
羅
漢

・
辟
支
佛

は
、
も
と
も
と

二
室
智
を
見
て
ゐ
ま
せ
ん
し
、
も
と
も
と
證
得
し
て
ゐ
ま

せ
ん
。
」



経
典
稀
わ講襦嘘鰺

一
切
ノ
苦
ノ
滅
ハ
唯
佛
ノ
ミ
得
内
フ

證
フ。
壊
三

切
ノ煩
悩
蔵
・フ。

修
ン
〓
フ
一
切
ノ
滅
に
ル苦
フ
道
・フ。

経
典
訓
讀
文

一
頻
の
苦
の
滅
は
唯
佛
の
み
證
を

行
た
ま
ふ
。
↓
蹴
の
鷹
鵬
産
を
慶

し
、　
一、、っ鯨
の
子
を
灘
す
る
選
を
隣

し
た
ま
ふ
。

組
典
現
代
語
澤

ヨ

切
の
苦
を
滅
す
る
こ
と
は
、
た
だ
佛
だ
け
が
證
を
得

て
を
ら
れ
ま
す
。　
一
切
の
煩
悩
蔵
を
う
ち
壊
り
、　
一
切
の

苦
を
滅
す
る
佛
道
を
修
め
て
を
ら
れ
ま
す
。
」

正
説
　
第
九

・
室
義
隠
覆
章
　
　
　
一
二
全
二



二
六
四

第
十

　

一・　
諦

章

〔
四
章
を
畢
げ
て
別
に
境

界
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

世
尊
。
此
の
四
聖
一語
は
か
ら
以
下
は
、
「
乗
の
境
」
（有
作

・
無
作
の
八
聖
諦
）
を
説
明
す
る
中
の
第
二
で
、
四
つ
の
章
を
撃
げ
て
、
特

別
に
そ
の
境
地
を
説
明
し
ま
す
。
上
述
の
四
つ
の
章

（無
邊
聖
諦
章

。
如
末
蔵
章

・
法
身
章

・
空
義
隠
覆
章
）
も
ま
た
、
「
乗
の
境
」
を
読

明
し
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
四
つ
の
章
の
ど
れ
も
が
、
た
だ
直
ち
に
二
乗
の
分
で
は
な
い
と
だ
け
言
つ
て
ゐ
て
、
未
だ
衆
生
の
依
擦

す
べ
き
究
極
の
境
地
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
ゐ
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
か
ら
以
下

（
の
四
章
）
は
、
八
聖
諦
の
中
か
ら
七
聖
諦

を
は
ぶ
き
除
い
て
、
無
作
の
四
聖
諦
の
中
の
唯

一
つ
の
滅
諦
だ
け
を
依
擦
す
べ
き
究
極
と
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
さ
う
で
あ
り

ま
す
か
ら
、
「
特
別
に
そ
の
境
地
を
説
明
す
る
」
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
四
つ
の
章
と
は
、

一に
礼
講
章
。

二
に

一
依
章
。

三
に
顛
倒
員
責
章
。

（註

『
昭
和
會
本
』
に

「如
末
蔵
章
」
と
あ
る
の
は
誤
り
）

四
に
自

性

清

浄
章
で
あ
り
ま
す
。



（訓
讀
文
）

耀
輔
。
ば
′鴎
藝
詰
ハ僣
り
喋
ず
ヽ
乗
ゲ
嶽
′
嚇
す
囃
の
が
ゴ
に
配
彰
を
増
げ
て
が
に
露
鵜
グ
嗽
す
。
二
の
殴
封
に
従
鵜

を
味
す
と
慇
ゞ
ヽ
観
に
麟
薩
ち
に
一
剰
の
頒
に
栽
ず
と
計
ひ
て
ヽ
だ
だ
好
の
デ
任
の
ぼ
を
嗽
さ
ず
。
デ
床
に
雌
征
り
載

は
だ
講
の
戦
に
４
講
を
離
射
し
て
、
結
備
の
酔
講
の
囃
の
囃
式
の
濃
話
の
み
を
任
の
ぼ
と
評
す
こ
と
を
嚇
す
。
配
に
肛

き
よ
う
が
い
　
あ
か
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
し
し
よ
う

に
境
界
を
明
す
と
云
ふ
。
　

四
章
と
は
、

式
に
↓
講
載
”

二
に

一
依
章
。

式
に
驚
則
昆
鬼
穀
％

（『
昭
和
會
本
』
で
は
如
末
蔵
章
）

四
に
自

性

清

浄

章
な
り
。

〔
一
諦
章
の
大
意
拉
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
詳
）

一
諦
章
は
、
（無
作
の
滅
諦
の
み
を
撃
げ
て
、
特
別
に
乗

の
境

を
説
明
す
る
四
章
の
中
の
）
第

一
で
、

ま
さ
に
衆
生
が
依
擦
す

べ
き
究
極
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
故
に
有
作

。
無
作
の
四
聖
諦
の
中
の
三
諦
を
は
ぶ
き
除
い
て
、
た
だ

一
つ
の

（無
作
の
）

滅
諦
を
取
り
學
げ
て
、
依
擦
す
べ
き
究
極
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
中
に
つ
い
て
先
づ
は
じ
め
に
分
け
て
三
つ
に
し
ま
す
。

正
説
　
第
十

。
一
諦
章
　
　
　
一
三
ハ
五



一
一一ハ
一ハ

第

一
に
、
八
聖
諦
を
比
較
考
察
し
て
唯

一
つ
の

（無
作
の
）
滅
諦
を
究
極
の
も
の
と
し
ま
す
。

第
二
に
、
此
（是
）
の
減
諦
は

一
鷲
鶏
製
α
…
…
を
過
ぎ
た
り
か
ら
以
下
は
、　
一
つ
の

（無
作
の
）
滅
諦
の
甚
深
で
あ
る
こ
と
を
讚

歎
し
ま
す
。

第
三
に
、
或
い
は
衆
生
有
り
か
ら
以
下
は
、　
一
つ
の

（無
作
の
）
滅
諦
を
信
じ
な
さ
い
と
勘
め
ま
す
。

（訓
讀
文
）

舞
↓
に
一、、っ講
軋
ば
ヽ
耀
に
僣
鮮
る
の
畷
を
嚇
さ
ん
と
し
て
、
耀
に
か
伊
・鮮
伊
の
嘴
の
武
認
を
観
階
し
て
、
麟
一、、ちの
灘

を
取
り
て
極
と
篤
す
な
り
。

中
に
就
き
て
初
め
に
開
き
て
三
と
篤
す
。

孵
コちに
た
講
を
耀
鵠
ぃ
て
嚇
一ちの
決
を
崚
と
が
す
。

新
ず
に
ば
（是
）′灘
詰
簑^
ン，ｔ
昧
鵜
曇
ゎ…
・・ゴフ行
り
喋
プ
ヽ
↓
の
洋
講
の
就
滑
な
る
を
難
ず
。

察
式
に
鵞
朴稗

コ私
針
・ぅ管
り
丼
Ｗ
ヽ
いち
の
瀧
講
を
犠
ぜ
よ
と
醜
む
。



（こ
の
章
の
科
段
分
け
表
）

灘識を辰と評す――一‐―̈
「華脚″離すっ‐一日田融議陣却陵輝す

一滑なることを難ず工中一［一」一い̈̈一一̈一一』̈中‐‐・

一ぜよと絣む――――［一一］一中峙̈̈
『『一一一を明す

り
よ
う
け
ん
　
　
　
い
ち
　
　
め

つ
た

い
　
　
´
」
く

〔料
簡
し
て

一
の
減
一語
を
極
と
篇
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
こ

（
一
諦
章
の
）
第

一
に
、
（八
聖
諦
を
）
比
較
考
察
す
る
中
に
つ
い
て
、
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第

一
の
料
簡
の
中
に
就
き
て
印
ち
二
有
り
。

正
説
　
第
十

・
一
諦
章
　
　
　
一
二
ハ
七



二
六
八

〔
雨
章
門
を
立
つ
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
）

（料
簡
し
て

一
の
滅
諦
を
極
と
馬
す
中
の
）
第

一
に
、
二
つ
の
章
門

（無
常
章
門
と
常
章
門
）
を
立
て
ま
す
。

三
は
是
れ
無
常
な
り
。

一
は
是
れ
常
な
り
。
と

い
ふ
中
の
三
は
是
れ
無
常
な
り
と
は
、
（有
作
と
無
作
と
の
）
二
つ
の
苦
諦
、
二

つ
の
集
諦
、　
二
つ
の
道
諦
を
謂
ひ
ま
す
。　
一
は
是
れ
常
な
り
と
は
、

無
作
の

一
の
滅
諦
を
謂
ひ
ま
す
。
有
作
の
滅
諦
は
既
に
無
篤

（生
滅
憂
化
を
超
え
て
ゐ
る
）
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
（依
擦
す
べ
き
究
極
の
境
地
で
は
な

い
と
し
て
）
除
く
べ
き
で
は
な
い
の
で
す
が
、

つ
ま
り
こ
れ
は
、
「
断
無
」
（煩
悩
を
断
ち
切
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
何
ら
の
働
き
も
な
い
こ
と
。
後
記
の

「研
究
」
参
照
）
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
取

り
學
げ
る
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に

（有
作
の
滅
諦
は
）
用
ひ
ず
、
（常
と
し
て
）
敷

へ
な

い
の
で
あ

り
ま
す
。

然
る
に
、
上
述

（如
末
蔵
章
）
で
は
、
二
種
の
涅
槃
を
學
げ
て
、
有
作
と
無
作
と
を
解
澤
し
て
既
に
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
し
た
。

―
―
二
乗
と
七
地
を
有
餘
の
人
と
名
づ
け
、
有
餘
の
人
が
證
る
と
こ
ろ
を
有
餘
の
涅
槃
と
名
づ
け
る
。
有
餘
の
涅
槃
は
、
印
ち
有
量

の
滅
諦
と
道
諦
と
を
乗
ね
て
ゐ
る
。
如
末
を
無
餘
の
人
と
名
づ
け
、
無
餘
の
人
が
證
る
と
こ
ろ
を
無
餘
の
涅
槃
と
名
づ
け
る
。
無
餘

の
涅
槃
は
、
即
ち
無
量
の
滅
諦
と
道
諦
と
を
飛
ね
て
ゐ
る
、
―
―
と
。
今
こ
の

一
諦
章
で
は
、
た
だ

一
つ
の

（無
作
の
）
滅
諦
だ
け

を
取
り
あ
げ
て
道
諦
は
除
い
て
ゐ
ま
す
。
此
の
二
つ
の
解
澤
は
相
違
し
て
ゐ
ま
す
。
ど
う
い
ふ
理
由
で
さ
う
な
の
で
せ
う
か
。
　

そ

の
理
由
を
澤
き
明
し
て
次
の
や
う
に
言
ひ
ま
す
。
―
―
「
道
」
に
は
二
種
類
あ
り
ま
す
。　
一
つ
に
は

「
因
道
」
（因
と
し
て
の
道
）、
二

つ
に
は

「
果
道
」
（果
と
し
て
の
道
）
で
あ
り
ま
す
。
上
述

（如
末
蔵
章
）
で
は
、
果
道
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
、
無
餘
の
涅
槃
は
、
印



ち
無
量
の
滅
諦
と
道
諦
と
を
乗
ね
る
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ

（
一
諦
章
）
で
は
、
因
道
に
つ
い
て
説
明
す
る
の
で
、
道
諦
は

は
ぶ
き
除
い
て
、
唯
一
つ
の

（無
作
の
）
滅
諦
だ
け
を
取
り
拳
げ
て

（依
擦
す
る
と
こ
ろ
の
）
究
極
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
、
―
―

し
こ
。

（訓
讀
文
）

鮮
↓
に
耐
ぅ載
翻

を
ゴ
つ
。

ニ
バぜ
レ鮒
幣
。
ｔ
ハぜ
レ囃
ァ
と
い
ふ
は
ヽ
ニ
ハぜ
レ鯖
囃
ど
は
ヽ
絆
は
く
耐
燎

。
耐
ぅ
熱
ぅ

。
耐
遂
が
り
ヽ
電
バぜ
レ囃
ァ
と

は
ヽ
計
は
く
鯖
備
の
ぃち

の
灘
講
な
り
。
が
行
の
洋
講
は
、
簾
に
き
れ
鯖
が
な
れ
ば
解
く
丁
き
屏
鮨
け
れ
ど
も
、
配
ザ
慧

れ
断
無
な
れ
ば
、
取
る
こ
と
を
篤
す
可
か
ら
ず
。
所
以
に
用
ひ
ず
。
以
て
敷
ふ
る
こ
と
を
篤
さ
ざ
る
な
り
。

忍
る
に
聾
に
ゴ
議
の
ビ
戦
を
雪
げ
て
、
鰹
ゲ
。
鯖
ゲ
を
離
ナ
る
こ
と
を
が
し
て
簾
に
だ
へ
り
。
■
鶏
と
毬
が
と
を
言
計

の
だ
と
響
づ
け
ヽ
プ
計
の
だ
の
帰
識
プ
が
計
の
ビ
戦
と
グ
づ
く
。
が
計
の
ビ
戦
は
醐
ザ
都
罰
の
洋

・
澤
を
結
ぬ
。
姑
鷲

を
鮮
計
の
だ
と
響
づ
け
ヽ
鯖
計
の
だ
の
離
識
ピ
鰹
計
の
ビ
戦
と
響
づ
く
。
鯖
策
の
ビ
戦
は
配
ザ
鮒
罰
の
濃
。
霧
を
斜
ぬ

と
。
牛
雌
に
麟
↓
の
慮
を
駿
り
て
水
遅
話
を
降
く
。
雌
の
琳
つ
構
き
せ
り
。
慨
が
耀
に
ぶ
る
や
。
　
跳
ぴ
て
醸
は
く
。

簿
に
ゴ
齢
が
り
。
↓
に
鴎
題
、
ゴ
に
は
難
題
。
二
に
は
ガ
澤
に
詳
き
て
謝
を
が
す
が
配
に
、
鯖
計
の
ビ
戦
は
疵
ザ
鮒
副

の
虎
・
題
を
結
ね
た
り
。
雌
に
は
配
達
に
″
き
て
は
す
こ
と
を
計
す
が
耀
に
、
運
話
を
配
隠
し
て
、
囃
ぃち

の
洋
話
を
財

り
て
極
と
篤
す
な
り
と
。

正
読
　
第
十
。
一
諦
章
　
　
　
一二
ハ九



二
七
〇

経
典

（雨
章
門
を
立
３
　
　
　
　
紅
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

世
奪
。

此
′
四
聖
諦
６

一二
　^
　
世
奪
。
此
の
四
聖
諦
は
、
三
は
是

　

「
世
傘
よ
。
此
の
四
聖
諦
は
、
三
諦

（苦
諦

・
集
諦

。
道
諦
）

是
レ無
常
。　
一
是^
レ常
ナ
ツ
０　
　
　
れ
無
常
。　
一
は
是
れ
常
な
り
。
　
　
　
は
無
常
で
あ
り
、　
一
諦

（滅
諦
）
は
常
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
研
究
〕

○
　
「
断
無
」
と
い
ふ
お
言
葉
に
つ
い
て

一号
是
レ無
常
。

一
是^
レ常
ナ
リ
と
い
ふ
組
典
原
文
の

一
句
を
太
子
が
解
説
な
さ
つ
て
を
ら
れ
る
中
で
、　
太
子
は
、

「
〓
是
レ

常
ナ
リ
と
は
謂
く
無
作
の

一
の
滅
諦
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
、
″無
作
の
滅
諦
″
と

″
有
作
の
滅
諦
″
の
違
ひ
を
説
明
さ
れ
て

「
有

作
の
滅
諦
は
、
…
…
印
ち
是
れ
断
無
な
れ
ば
取
る
こ
と
を
篤
す
可
ら
ず
。
」
と
記
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

で
は
、　
こ
の

「
断
無

な
れ
ば
」
「
有
作
の
滅
諦
」
は

「
常
」
で
は
な
く

「
無
常
」
な
の
だ
、
と
さ
れ

た
理
由
を
考

へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
ま
し
た
。
太
子
が
言
は
れ
る

「
断
無
」
と
は
、
ど
う
い
ふ
内
容
を
意
味
し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
、
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い

て
で
し
た
。

色
々
の
所
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
左
に
記
し
て
お
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
多
少
の
違
ひ
は

あ
り
ま
す
が
、
い
づ
れ
も
同
じ
や
う
な
意
味
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。

「
断
無
」
と
は
、
字
の
通
り
に
、
″
断
絶
し
た
無
″
、
″
断
ち
切
れ
た
無
″
の
こ
と
で

″有
が
生
き
な
い
無
″
と
考

へ
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
。
別
の
言
ひ
方
を
す
れ
ば

「
妙
有

（如
末
蔵
章
参
照
）
で
は
な
い
」
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
、
と
。



「
断
無
」
と
は
、
″
現
賞
の
世
界
は
離
れ
得
た
が
、
そ
れ
だ
け
に
と
ま
つ
て
し
ま
つ
て
、
こ
の
世
に
働
き
か
け
て
末
る
こ
と

ま
で
は
し
な
い
も
の
″、
別
の
言
ひ
方
を
す
れ
ば
、
″
さ
と
り
の
境
地
で
は
あ

つ
て
も
、
こ
の
世
に
働
き
か
け
て
来
な
い
も
の

で
あ
る
か
ら
、
二
乗
が
究
極
の
境
地
と
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の

「
常
住
不
羹
」
で
は
あ

つ
て
も
、
そ
の

「
住
」
が

「
常
」
で
あ

る
と
は
言

へ
な
い
″
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
、
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（小
田
村
寅
二
郎
）

〔
二
章
門
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
）

（料
簡
し
て

一
の
滅
諦
を
極
と
篤
す
中
の
）
第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
二
つ
の
章
門

（無
常
章
門
と
常
章
門
）
を
繹

き
明
し
ま
す
。

先
づ
無

常

章

門
の

（無
常
で
あ
る
）
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

後
に
常

章

門
の

（常
で
あ
る
）
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第
二
に
何
ヮ
以
，
ノ故
二従
り
以
下
、
二

章

門
を
澤
す
。

先
づ
無

常

章

門
を
澤
し
、

後
に
常

章

門
を
繹
す
。

正
説
　
第
十

・
一
諦
章
　
　
　
一
一七
一



〔無
常
章
門
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
１
日
）

（二
章
門
を
澤
す
中
の
第

一
に
、
）
無
常
章
門
を
繹
き
明
す
中
に
、
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

由
を
澤
き
明
し
、
第
二
に
そ
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
語
文
）

鮒
鵜
畿
を
離
す
る
嘴
に
ぶ
ｒ
む
り
。
　
舞
一、、ちに
聡
し
く
摯
り
、
第
二
に
結
す
。

経
典
現
代
語
課

経
典
訓
語
文

何
を
以
て
の
故
に
。
三
諦
は
有
馬

の
相
に
入
る
。
有
馬
の
相
に
入
る

者
は
是
れ
無
常
な
り
。
無
常
な
る

者
は
是
れ
虚
妄
の
法
な
り
。
虚
妄

の
法
は
諦
に
非
ず
、
常
に
非
ず
、

依
に
非
ざ
れ
ば
な
り

き
の
配
に
ぎ
講
・難
講
。選
講
は

第

一
義
諦
に
非
ず
。
常
に
非
ず
、

二
七
二

第

一
に
正
し
く

（無
常
で
あ
る
）
理

「
何
故

（無
常
）
な
の
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
三
諦

（苦
諦

・

集
諦

・
道
諦
）
は
有
馬
の
相

（生
滅
憂
化
す
る
す
が
た
）
に
属

し
ま
す
。
有
馬
の
相
に
属
し
て
ゐ
る
も
の
は
無
常
で
あ
り

ま
す
。
無
常
な
る
も
の
は
虚
妄

（員
賓
な
ら
ざ
る
も
の
）
の

法
で
あ
り
ま
す
。
虚
妄
の
法
は
諦

（員
理
）
で
あ

り
ま
せ

ん
し
、
常

（常
住
不
憂
）
で
あ

り
ま
せ
ん
し
、
依

（究
極

の
依
擦
）
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

「
こ
の
故
に
、
苦
諦

。
集
諦

。
道
諦
は
、
第

一
義

（究
極
絶

封
）

の
諦
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
常
住
不
憂
で
は
な
く
、
究

紅
典

（無
常
章
門
を
澤
す
）

何
フ
以
チ
′
故
；

一二
諦
ハ入
ン有

馬
′
相
一。
入
ン有
馬
ノ
相
一者
＾

是
レ無
常
ナ
，
０
無
常
ナ
ル者

是^
レ

虚
妄
′
法
ナ
，
０
虚
妄
′
法

者^

非
啄
諦
ら
非
昨
常
ら
非
け
レず
リ

依
ら

是
ノ
故
二
苦

諦

。
集

諦

。
道

諦
＾
非
メ
第

一
義
諦
一。
非
昨



常
ら

非
″
依
こ。

た

　

　

あ
ら

依
に
非
ず
。

極
の
依
擦
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

〔常
章
門
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
上
国
）

（二
章
門
を
澤
す
中
の
第
二
に
、
）
常
章
門
の

（常
で
あ
る
）
理
由
を
澤
き
明
す
に
つ
い
て
、
ま
た
解
繹
と
結
び
の
説
明
と
が
あ
り

ま
す
。
　

是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
　

皆
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

制
ぅ載
ぅ陽
を
機
デ
る
に
薩
き
て
水
離
ど
騨
と
秒
り
。　
唐
ノ盤
二征
リ
ソ
Ｗ
謹
す
。　
鵠
貯
つ
す
し
。

紅
典

（常
章
門
を
繹
す
）

一
′
苦
ノ滅
諦

離^
ン有
篤
′相

・フ。

離
ン
ル有
篤
ノ相

・ヮ者
ハ是
レ常
ナも

常
ナ
ル
者
＾
非
〓
虚
妄
′
法
一。

非
ン虚
妄
ノ法
一者
バ是
レ諦
ナな

是
レ常
ナ
，０
是
レ依
ナ
リ０

是
ノ
故
二
滅
諦
ハ
是
レ
第

一
義

経
典
訓
讀
文

一
の
音
の
滅
諦
は
有
馬
の
相
を
離

う
　
い
　
　
　
そ
う
　
　
は
な
　
　
　
　
も

の
　
　
こ

る
。
有
馬
の
相
を
離
る
る
者
は
是

是
れ
依
な
り
。

是
の
故
に
滅
諦
は
是
れ
第

一
義
諦

経
典
現
代
語
課

「
唯

一
の

（無
作
の
）
苦
の
滅
諦
は
、
有
篤
の
相

（生
滅
憂

化
す
る
す
が
た
）
を
離
れ
て
ゐ
ま
す
。
有
馬
の
相
を
離
れ
て

れ
常
な
り
。
常
な
る
者
は
虚
妄
の
　
　
ゐ
る
も
の
は
、
常

（常
住
不
愛
）
で
あ
り
ま
す
。
常
な
る

法
に
非
ず
。
虚
妄
の
法
に
非
ざ
る
　
　
者
は
虚
妄

（員
寅
な
ら
ざ
る
も
の
）
の
法
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

者
は
是
れ
諦
な
り
、
是
れ
常
な
り
、
　

虚
妄
の
法
で
な
い
も
の
は
、
諦

倉
理
）
で
あ
り
、
常
で

あ
り
、
依

（究
極
の
依
擦
）
で
あ
り
ま
す
。
」

「
こ
の
故
に
、
（無
作
の
）
滅
諦
は
、
是
れ
は
第

一
義

（究

正
説
　
第
十

。
一
諦
章
　
　
　
一
一七
三



諦
ナ
も

不
思
議
ナ
リ０

●
　
し
　
一ぎ

な
り
。
不
思
議
な
り
。

〔
一
の
減
諦
の
甚
深
な
る
こ
と
を
歎
ず
〕
（現
代
語
詳
）

（一
じ

（
一
諦
章
の
）
第
二
に
、
是
の
滅
一諦
は
か
ら
以
下
は
、
（無
作
の
）
唯

一
つ
の
滅
諦
が
甚
深
で
あ
る
こ
と
を
讚
歎
し
ま
す
。
　

そ
の

中
に
つ
い
て
、
ま
た
分
け
て
三
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
直
ち
に
凡
夫
と
二
乗
と
は
、
雨
者
共
に

（無
作
の
滅
諦
は
）
望
み
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（第
二
に
、
）
凡
夫
の
識
は
か
ら
以
下
は
、
（凡
夫
と
二
乗
と
の
）
雨
者
は
同
じ
く

（無
作
の
滅
諦
を
）
見
な
い
と
い
ふ
け
れ
ど
も
、

し
か
も
そ
の
見
な
い
内
容
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
比
較
考
察
し
ま
す
。

第
三
に
、
邊
見
と
は
か
ら
以
下
は
、
廣
く
凡
夫
の
二
見

（断
見
と
常
見
）
と
二
乗
の
清
浄
の
相
と
を
澤
き
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

唐
ノ潔
話
バ行
り
非
Ｗ
ヽ
籍
ｒ
に
式
の
潔
識
の
批
滑
な
る
こ
と
を
難
ず
。　
嘴
に
詳
き
て
理
醜
き
て
式
と
評
す
。

射
ず
に
麟
ち
に
層
ガ
・尉
務
は
配
び
に
製
む
屎
け
投
ず
と
嚇
す
。

（射
ゴ
に
）
朋
ガ
ノ謎
者^
行
り
喋
Ｗ
、
ゴ
ん
は
同
じ
く
貯
ず
と
は
げ
ヽ
耐
も
貯
ざ
る
に
付
剛
あ
る
こ
と
を
耀
臨
｝
。

が
五
に
減
戒
共
征
り
魔
Ｗ
ヽ
配
く
層
ぜ
の
卦
貯
と
■
剰
の
樹
ぅ計
ぅの
構
と
を
離
す
。

二
七

四

極
絶
封
）
の
諦
で
あ
り
ま
す
。
不
思
議
で
あ
り
ま
す
。
」



〔
几
夫

・
二
乗
の
望
む
所
に
非
ず
と
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
一１
０
）

（
一
の
減
諦
の
甚
深
な
る
こ
と
を
歎
ず
る
中
の
第

一
に
、
几
夫

・
二
乗
は
、
無
作
の
滅
諦
は
望
み
得
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
）

生
れ
な
が
ら
の
盲
人
は
、
誰
で
も
み
な
萬
物
の
色
像
が
見
え
ま
せ
ん
。

そ
れ
故
に
、

（生
盲
を
）
几
夫
に
警

へ
ま
す
。
生
れ
て
七

日
ば
か
り
の
嬰
兄
は
、
他
の
物
は
見
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
（光
の
源
の
）
太
陽
を
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
（七
日

の
嬰
兒
を
）
二
乗
に
善

へ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

曇
訳
ぽ
猥
て
外
の
餞
解
を
肝
ず
。
配
に
川
ガ
に
難
ふ
。
毬
Ｐ
の
獄
が
は
静
く
歯
体
を
貯
れ
ど
も
、
麟
既
織
を
貯
る
こ
と

能
は
ず
。
故
に
二
乗
に
書
ふ
。

経
典
（励峡れた諫卿漣む）

是
ノ
滅
諦
ハ
過
シ
リ
一
切
衆
生
ノ

心
識
′
所
縁
一フ。
亦
非
メ
一
切
ノ

阿
羅
漢

・
辟
支
佛
ノ智
慧
ノ境

界
一。
警
輿
如
ル
生
盲

不^
／
見
二

衆
色
・フ．
七
日
ノ
嬰
兒
＾
不
帰

見
二
日
輪
・フ。
苦
ノ
滅
諦
卜
者^

経
典
訓
讀
文

是
の
滅
諦
は

一
切
衆
生
の
心
識
の

所
縁
を
過
ぎ
た
り
。
亦

一
切
の
阿

羅
漢

。
辟
支
佛
の
智
慧
の
境
界
に

非
ず
。
警

へ
ば
生
盲
は
衆
色
を
見

ず
、
七
日
の
嬰
兄
は
日
輪
を
見
ざ

る
が
妊
し
。
ザ
の
灘
講
と
は
ふ
徳

紅
典
現
代
語
課

「
是
の

（無
作
の
）
滅
諦
は
、　
一
切
の
衆
生

（凡
夫
）
が
識

別
で
き
る
封
象
を
超
え
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た

一
切
の
阿
羅
漢
や
辟
支
佛
の
智
慧
が
働
く
境
地
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
書

へ
ば
、
生
れ
な
が
ら
の
盲
人
は
あ
ら
ゆ
る
物

が
見
え
ず
、
生
れ
て
か
ら
七
日
ば
か
り
の
嬰
兄
は
太
陽
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
い
や
う
な
も
の
で
あ

り
ま
す
。
（無

正
説
　
第
十
。
一
諦
章
　
　
　
一
一七
五



亦
復
如
″
是
′。

非
メ
一
切
凡

夫
′
心
識
ノ所
縁
一。
亦
非
ぎ
一

乗
ノ智
慧
ノ境
界
一。

〔見
ざ
る
に
不
同
あ
る
を
料
簡
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
９

（
一
の
滅
諦
の
甚
深
な
る
こ
と
を
歎
ず
る
中
の
）
第
二
に
、
（几
夫
と
二
乗
と
は
同
じ
く
見
る
こ
と
が
で
き

な

い
け
れ
ど
も
、

そ

の
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
内
容
は
）
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
言
ひ
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

射
ｒ
に
稽
所
な
る
を
い
ふ
。
貯
つ
す
し
。

経
典
（胡が
あ
粧杯
銅）

組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

几
夫
ノ
識

一^
一見
顛
倒
ナ
リ
０　
一　
　
凡
夫
の
識
は
二
見
顛
倒
な
り
。　
一
　

「
几
夫
の
識
別
作
用
は
、
顛
倒

（員
理
に
反
す
る
こ
と
）
し

切
ノ
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
ノ
智
ハ　
　
切
の
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
の
智
は
則
　
　
た
二
見

（断
見
と
常
見
）
で
あ
り
ま
す
。　
一
切
の
阿
羅
漢

・

者
則
チ
是
レ清
浄
ナ
ツ
０
　
　
　
　
　
ち
是
れ
清

浄

な
り
。
　
　
　
　
　
　
辟
支
佛
の
智
は
、
公
一見
が
顛
倒
し
て
ゐ
な

い
こ
と
に
於

て
）
清
浄
で
あ
り
ま
す
。
」

慰
の
妊
し
。
↓
鑽
用
ガ
の
己
訳
の

所
縁
に
非
ず
。
亦
二
乗
の
智
慧
の

き
よ
う
が

い
　
あ
ら

境
界
に
非
ず
。

二
七
六

作

の
）
苦

の
滅
諦
と
は
、
ま
た
、

こ
の
や
う
で
あ
り
ま
す
。

一
切
の
凡
夫

（衆
生
）
が
識
別
で
き
る
封
象
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
た
二
乗

の
智
慧
が

働

く

境
地

で
も
あ

り

ま

せ

ん
。
」



〔度
く
澤
す
〕
（現
代
語
課
）

公
一１
０
）

（
一
の
滅
諦
の
甚
深
な
る
こ
と
を
歎
ず
る
中
の
）
第
三
に
、
廣
く

（凡
夫
と
二
乗
と
に
つ
い
て
）
澤
き
明
す
中
に
つ
い
て
印
ち
二

っ
あ
り
ま
す
。

先
づ
几
夫
の
識
別
作
用
を
繹
き
明
し
、
後
に
二
乗
の
智
を
繹
き
明
し
ま
す
。

（訓
語
文
）

孵
〓
に
配
く
離
す
る
囀
に
詳
き
て
餌
ず
ゴ
秒
り
。

ガ
づ
川
ガ
の
謎
を
離
び
、
鶴
に
尉
刺
の
智
を
隣
す
。

〔几
夫
の
識
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
一―
甲
上
∪

（廣
く
澤
す
る
中
の
第

一
に
、
）
凡
夫
の
識
別
作
用
を
澤
き
明
す
中
に
つ
い
て
、
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

先
づ
二
見
を
澤
き
明
し
、
後
に
顛
倒
を
澤
き
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

痛
ガ
の
議
を
離
デ
る
燃
に
詳
き
て
水
ゴ
什
り
。

分
づ
ゴ
慰
を
構
び
、
観
に
驚
町
を
機
す
。

正
説
　
第
十

。
一
諦
章
　
　
　
一
一七
七



二
七
八

〔
二
見
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

公
一―
ロ
ー
ロ
ー
ー
）

（凡
夫
の
識
を
繹
す
る
中
の
第

一
に
、
）
一
一見
を
澤
き
明
す
中
に
、
ま
た
五
つ
あ
り
ま
す
。

（訓
語
文
）

ゴ
則
を
構
す
る
喩
に
水
ｒ
粋
り
。

〔
二
見
を
出
す
〕
（現
代
語
課
）

（二
―
ロ
ー
日
¬
１
１
０
）

（二
見
を
澤
す
る
中
の
）
第

一
に
、
直
ち
に
二
見
を
出
し
ま
す
。

我
見
妄
想
と
は
、
（身
心
に
つ
い
て
）
勝
手
氣
ま
ま
に
、
「
印
」
（身
心
に
印
す
る
）
と
、
「
離
」
（身
心
を
離
れ
る
）
と
の
一
一
つ
の
偏
つ

た
我
に
執
着
し
て
あ
れ
こ
れ
考

へ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（身
心
に
）
印
す
る
こ
と
に
偏
つ
て
考

へ
る
故
に
、
（身
心
は
断
滅
す
る
も

の
だ
と
し
て
）
「
断
」
（断
見
）
を
生
じ
、
（身
心
か
ら
）
離
れ
る
こ
と
に
偏
つ
て
考

へ
る
故
に
、
（身
心
は
常
住
不
憂
の
も
の
だ
と
し

て
）
「
常
」
（常
見
）
を
生
じ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

一
に
直
ち
に
二
見
を
出
す
。

ギ
就
難
ぶ
と
は
ヽ
難
り
に
腋
。ポ
の
ゴ
プ
を
計
す
。
腋
の
配
に
既
を
畳
ッ
、
ぽ
の
耀
に
耐
プ
畳
す
。

経
典

公
一見
を
出
す
）　
　
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
認



邊
見
ト
ハ者
。
凡
夫

於^
”
五
受

陰
一。
我
見
妄
想
計
著
ソ
生
プ

一
一′見
↓。
是
フ名
ツ
タ邊
見
一。

貌
慰
と
は
ヽ
店
ガ

は
ｒ

難
は
Ｔ
）
　

「
議
慰
と
は
ヽ
凡
夫
は
ゴ
難
随

（身
心
）
に
お
い
て
、
憂
ら

に
於
て
、
我
見
妄
想
計
著
し
て
二
　
　
な
い
我
が
あ
る
と
考

へ
、
そ
の
や
う
に
妄
想
し
、
そ
の
考

の
見
を
生
ず
。
是
を
邊
見
と
名
づ
　
　
へ
に
執
着
し
て
、
二
の
見

（断
見
と
常
見
）
を
生
じ
ま
す
。

く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
を
邊
見

（偏
つ
た
考
Ｃ

と
名
づ
け
ま
す
。
」

（１
）

五
受
陰
　
佛
教

一
般
に
於
て
は
五
蘊
と
言
ふ
。
「陰
」
は
佛
典
漢
詳
の
薔
課
、
響
置

は
新
課
で
、
共
に

″積
み
か
さ
ね

集
ま
る
″
の
意
。
「受
」
は
煩
悩
の
意
。
「五
受
陰
」
（五
蘊
）
の

「五
」
と
は
、
人
間
は
勿
論
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
を

次
の
五
つ
の
構
成
に
於
て
捉
へ
る
見
方
で
あ
る
。
印
ち

「色
」
と
は
物
質

一
般
、
人
間
の
身
腱
や
有
形
物
質
の
組
稀
、
「受
」

と
は
感
受
作
用
で
、
感
覺
や
感
情
、
「想
」
と
は
心
に
浮
ぶ
像
で
、
事
物
を
想
像
す
る
心
の
作
用
、
「行
」
ど
は
意
志
や
欲
求

な
ど
、
善
悪
に
開
す
る
心
の
作
用
、
「識
」
と
は
識
別
作
用
で
、
心
の
作
用
全
般
を
絶
括
す
る
心
の
働
き
と
解
さ
れ
て
ゐ
る
。

「五
蘊
」
を
人
間
に
印
し
て
言
へ
ば
、
「色
」
は
身
證
で
あ
り
、
「受
」
以
下
の
四
つ
は
心
に
開
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
二
見
の
名
を
列
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
１
日
１
１
１
②
）

（二
見
を
澤
す
る
中
の
）
第
二
に
、
二
見
の
名
稀
を
並
べ
記
し
ま
す
。
所
謂
常
見
と
断
見
と
な
り
と
い
ふ
の
が
是
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

孵
襲
に
ゴ
慰
の
響
を
魏
す
。
蹴
詔
制
露
』蹴
期
よ
，と
い
ふ
通
な
り
。

経
典

（二
見
の
名
を
列
す
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

所
謂
常
見
卜
断
見
ト
ナ
ι
　
　
　
　
所
謂
常
見
と
断
見
と
な
り
。
　
　
　
　
「
所
謂
常
見
と
断
見
と
で
あ
り
ま
す
。
」

正
説
　
第
十

。
一
諦
章
　
　
　
一
一七
九



二
八
〇

〔
生
死

。
涅
業
を
畢
げ
て
二
見
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

公
一―
ロ
ー
曰
１
１
１
③
）

（二
見
を
澤
す
る
中
の
）
第
三
に
、
諸
行
は
無
常
な
り
と
見
る
は
か
ら
以
下

は
、
生
死

（こ
の
世
の
人
間
生
活
）
と
涅
槃

（さ
と
り
）

と
を
取
り
拳
げ
て
、
二
見
を
繹
き
明
し
ま
す
。
二
見
と
は
、
生
死
の
耐
明

（衆
生
の
心
盤
）
は
す
べ
て
断
滅
し
て
し
ま
ふ
と
考

へ
る
考

へ
方

齢
見
）
と
、
こ
の
世
の
中
に

（常
住
の
）
涅
槃
が
あ
る
と
考

へ
る
考

へ
方

（常
見
）
と
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

孵
ョ
に
貯
設
離
篠
′ヽぅ鮒
削
・ナツト管
り
喋
Ｗ
ヽ
曇
残
と
Ｐ
難
と
を
雪
げ
て
ゴ
則
を
離
ナ
。
「一則
と
は
曇
建
の
祀
叫
猥
て
昴

ず
と
計
す
る
と
、

経
典
（に
観
二．肥蝶
鞍
蓼

見
ン
ハ
諸
行
＾
無
常
・ナツ
ト０
是
レ

断
見
，
非
〓
正
見
一。
　

見
ン
＾

涅
槃
＾
常
・ナリ
と

是
レ
常
見
；

非
メ
正
見
一。
妄
想
′
見
′
故
ニ

作
熟如
吟
′是
′
見
・フ。

瀧
財
ば
し
て
駄
鶏
ぽ
飛
ず
。
発
厨

の
威
の
躍
に
慰
の
妊
き
の
期
を
付

す
。

曇
残
に
ど
戦
を
り
と
討
す
る
と
な
り
。

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

識
奮
ぽ
鮒
常
な
り
と
貯
る
は
、
慧
　
　
「識
征

（
ぅ

森
羅
萬
象
）
は
鮒
制

（憂
化
し
な
い
も
の
は
な
い
）

蹴
則
に
し
て
晨
馬
ぼ
飛
ず
。

と
決
め
て
し
ま
ふ
の
は
、
断
見
で
あ
つ
て
正
見

（偏
ら
な

い
正
し
い
考
へ
方
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　

涅
槃
は
常
住
不

憂
で
あ
る
と
決
め
て
し
ま
ふ
の
は
、
常
見
で
あ

つ
て
正
見

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
妄
想
を
も
つ
て
考

へ
る
が
故
に
、
こ

の
や
う
な
考

へ
方
を
起
し
ま
す
。
」

ビ
難
は
制
が
り
と
貯
る
は
、
き
れ



〔色

。
心
の
二
法
を
畢
げ
て
二
見
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
一１
０
１
日
１
１
１
０
）

（
二
見
を
澤
す
る
中
の
）
第
四
に
、
身
の
諸
根
に
於
て
か
ら
以
下
は
、
色

（身
饉
）
と
心
と
の
二
つ
を
取
り
拳
げ
て
、
二
見
を
繹
き

明
し
ま
す
。
二
見
と
は
、
色

（身
瞳
）
が
壊
滅
す
る
と
し
て
断
見
を
生
じ
、
心
は
断
滅
し
な
い
と
考

へ
て
常
見
を
生
じ
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第
四
に
於
ン
身
ノ諸
根
一従
り
以
下
、
色

。
心
の
二
法
を
撃
げ
て
二
見
を
繹
す
。
二
見
と
は
色
の
壊
す

る
に
お

い
て
断
を

生
じ
、
心
は
不
断
と
計
し
て
常
を
生
ず
。

組
典
（に
て。恥われ
離姥
拳）

於
”
身
ノ諸
根
一。
分
別
思
惟
ノ

現
法
員
見
／
壊
フ。
於
奪
有
考

相
績

・不
”
見
。
起
メ
於
断
見
・フ。

妄
想
′
見
ナ
多
故
る
　
於
”
心
ノ

相
績
一愚
闇
テ
不
／
解
セ。
不
”

知
”
利
那
′
閲
ノ意
識
ノ
境
界
一フ。

起
シ
於
常
見
・ヮ。
妄
想
′
見
ナ
ルガ

故
；

経
典
訓
讀
文

身
の
諸
根
に
於
て
、
分
別
思
惟
し

て
現
法
に
は
壊
を
見
、
相
績
有
る

に
於
て
は
見
ず
し
て
、
断
見
を
起

す
。
妄
想
の
見
な
る
が
故
に
。

心
の
相
績
に
於
て
愚
闇
に
し
て
解

せ
ず
、
利
那
の
間
の
意
識
の
境
界

を
知
ら
ず
し
て
、
常
見
を
起
す
。

妄
想
の
見
な
る
が
故
に
。

組
典
現
代
語
課

「
身
饉
の
諸
根

（．聞

・
撃

・
野

・
鷲

・
射

・
計
）
に
よ
つ
て
、

分
別
し
思
惟
し
て
、
現
象
世
界
に
現
は
れ
る
壊
滅
の
相
だ

け
を
見
て
、
相
績
す
る
相
が
あ
る
方
は
見
な
い
で
、
断
見

を
起
し
ま
す
。
妄
想
を
も
つ
て
見
る
が
故
で
あ
り
ま
す
。

心
の
相
績
に
つ
い
て
、

暗
闇
の
や
う
な
愚
か
さ
で
、

（
心

の
員
の
相
を
）
理
解
で
き
ず
、
利
那
利
那
の
心
の
働
き
の

境
地

（心
の
断
滅
す
る
こ
と
）
を
知
ら
な
い
で
、
常
見
を
起

し
ま
す
。
妄
想
を
も
つ
て
見
る
が
故
で
あ
り
ま
す
。
」

正
説
　
第
十

。
一
諦
章
　
　
　
一
一八
一



二
八
二

〔
二
見
の
中
道
を
失
す
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
―
ロ
ー
ロ
１
１
１
０
）

（
二
見
を
澤
す
る
中
の
）
第
五
に
、
此
の
妄
想
の
見
は
か
ら
以
下
は
、
二
見
が
中
道
を
失
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

彼
の
義
と
は
、
中
道
の
義
を
謂
ひ
ま
す
。
　

過
ぎ
と
及
ば
ず
と
は
、
（断
見
と
常
見
と
の
）
二
見
に
皆
共
通
し
て
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

射
ｒ
に
け
′封
覆
′慰
管^
り
丼
Ｗ
ヽ
ゴ
則
の
嶋
達
ど
処
す
る
を
嚇
す
。

響
′ボ
と
は
群
は
く
囀
達
が
デ
な
り
。　
ボ
ギと
ダ
／臓
バと
は
叫
ザ
ゴ
則
に
齢
溺
じ
て
を
り
。

経
典

（短
観
初
神
唯
賛
）　
　
　
　
経
典
訓
語
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糎
典
現
代
語
課

此
ノ妄
想
′
見
６

於
，

彼
ノ義
一

若

過^
〓

若

不^
ン
及
電

作
ン

異
想
′
分
別
・フ。
若
バ
断
ナと

若
ハ常
ナ
ツ
ト
６

〔
頭
倒
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

公
一―
ロ
ー
ロ
１
２
）

（凡
夫
の
識
を
繹
す
る
中
の
第
二
に
、
）
順
倒
の
衆
生
は
か
ら
以
下
は
、
顛
倒
を
澤
き
明
し
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

此
の
妄
想
の
見
は
、
彼
の
義
に
於
　
　
「
此
の
妄
想
を
も
つ
て
見
る
の
は
彼
の
義

（中
道
）
に
於
て

て
若
し
く
は
過
ぎ
、
若
し
く
は
及
　
　
見
る
と
、
考
へ
過
ぎ
で
あ
る
か
、
考
へ
不
足
か
、
そ
の
い

ば
ず
。
異
想
の
分
別
を
作
し
、
若
　
　
づ
れ
か
で
あ
り
ま
す
。
誤
つ
た
想
念
で
分
別
す
る
た
め
に
、

し
く
は
断
な
り
、
若
し
く
は
常
な
　
　
断
見
か
、
常
見
か
、
そ
の
い
づ
れ
か
で
あ
り
ま
す
。
」

り
と
す
。



（訓
讀
文
）

既
鮮
ノ懇
針
“管
り
喋
Ｗ
ヽ
配
町
を
離
す
。
貯
つ
菅
し
。

経
典

（顛
倒
を
澤
す
）
　

　

　

　

経
典
訓
讀
文

顛
倒
′
衆
生
６

於
”
五
受
陰
一。
　

顛
倒
の
衆
生
は
、
五
受
陰
に
於
て
、

無
常
二常
ノ想
フ
リ。
苦
二有
却
柴
ノ　
　
無
常
に
常
の
想
あ
り
。
苦
に
業
の

想
・。
無
我
二我
′
想
ァ
リ。
不
浄
二　
　
想
有
り
。
無
我
に
我
の
想
あ
り
。

浄
′
想
ァ
ッ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
例
に
料
が
勝
あ
り
。

組
典
現
代
語
課

「
考

へ
方
が
顛
倒
し
て
ゐ
る
衆
生
は
、
五
受
陰

つ
い
て
無
常
を
常
と
想
ひ
、
苦
を
柴
と
想
ひ
、

と
想
ひ
、
不
浄
を
清
浄
と
想
ひ
ま
す
。
」

「
一
切
の
阿
羅
漢

。
辟
支
佛
の

（顛
倒
の
な
い
）
清
浄
な
智

は
、　
一
切
を
知
り
蓋
し
て
ゐ
る

（如
末
の
）
智
の
境
地
及

正
説
　
第
十

。
一
諦
章
　
　
　
一
一八
三

〔
二
乗
の
智
を
澤
す
〕
（現
代
語
課
）

（二
１
０
１
□
）

（廣
く
澤
す
る
中
の
第
二
に
、
）

一
切
の
阿
羅
漢
か
ら
以
下
は
、
二
乗
の
智
を
澤
き
明
し
ま
す
。
ま
た
経
典
を
御
賢
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

一
切
′
阿
羅
漢
従
り
以
下
、
二
乗
の
智
を
繹
す
。
亦
見
つ
可
し
。

経
典

（二
乗
の
智
を
繹
す
）
　
　
　
組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

ｐっ鑽
の
階
計
配
・
瞬
対
薩
の
計
毬

一
切
ノ
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
ノ
浄

智

者^
。
於
”
＾
一
切
智
′
境
界

は
、
礼
妹
律
の
嶽
縣
風
が
妍
葱
の

きま3
我

がに



及
ピ
如
爽
ノ
法
身
一。
本
所
け
，

不
”
見
。

〔
一
の
減
一諦
を
信
ぜ
よ
と
動
む
〕
（現
代
語
課
）

（一こ

一
諦
章
の
中
の
第
三
に
、
或
い
は
衆
生
有
り
か
ら
以
下
は
、
（無
作
の
）
唯

一
つ
の
滅
諦
を
信
ぜ
よ
と
勤

め
ま
す
。
　

そ
の
中
に

つ
い
て
ま
た
三
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
佛
の
言
葉
に
従
ふ
の
は
正
見
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

な
に
　
　
も

つ
　
　
　
　
ゆ
ゑ

第
二
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
何
故
に
此
の
四
つ
の
想
念

（常

・
榮

。
我

。
浄
）
を
起
す
の
を
正
見
と
す
る
の
か
、
そ

の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
佛
の
法
身
に
於
て
か
ら
以
下
は
、
（信
ぜ
よ
と
）
勤
め
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

雲
朴粋
コ熟
曇
↓管
り
卵
Ｗ
ヽ
軋
″
嚇
舞
武
に
一、、ちの
配
講
を
侵
ぜ
よ
と
跡
む
。　
喩
に
貯
き
て
水
武
か
り
。

射
一、、ちに
侶
語
に
従
が
は
理
鶏
譴
る
こ
と
を
聴
す
。

孵
ｒ
に
蝶
フ崚
；
配
二征
り
魔
Ｗ
、
性
を
廃
て
か
雌
の
欧
驚
を
避
す
を
駄
財
´
が
る
や
と
い
ふ
こ
と
を
離
す
。

籍
載
に
対

，催
ノ灘
射
一征
り
喋
Ｗ
、
期
を
組
す
。

法
身
に
於
て
は
、
本
見
ざ
る
所
な

ス
”
ノ

。

二
八
四

び
如
来
の
法
身
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
見
な
か
つ
た
と
こ

ろ
で
あ
り
ま
す
。
」



〔
佛
語
に
従
ふ
は
正
見
篤
る
こ
と
を
明
す
〕
舎
一１
０
）

経
典
（帥襦
“雄あ
囁
妊
見

組
典
訓
讀
文

或
ハ有
コ
衆
生
・信
〓
佛
ノ
五
鍔
０

故
二
起
”
ハ
常
′
想

・
榮
′
想

・

我
′
想

。
浄
ノ想

・ヮ。
非
メ
願
倒
′

見
一。
是
フ名
ツ
タ
正
見
・卜．

〔
正

見
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）

（三
１
０
）

（
一
の
滅
諦
を
信
ぜ
よ
と
勘
む
る
中
の
第
二
に
、
正
見
を
澤
き
明
し
ま
す
。
）

波
羅
蜜

（到
彼
岸
、
印
ち
さ
と
り
）
に
は
因

（彼
岸
に
到
る
た
め
の
因
と
し
て
の
修
行
）
と
果

（彼
岸
に
到
つ
た
い
ふ
結
果
）
と
の
二
つ
が

あ
り
ま
す
。
此
の
箇
所
で
説
明
し
て
ゐ
る
の
は
、
皆
正
に
果
の
彼
岸
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

波
羅
蜜
に
因
と
果
と
二
有
り
。
此
の
中
に
明
す
所
、
皆
是
れ
果
の
彼
岸
な
り
。

正
説
　
第
十

。
一
諦
章
　
　
　
一
一八
五

或
い
は
衆
生
有
り
佛
の
語
を
信
ず
。

「
或
い
は
佛
の
言
葉
を
信
ず
る
衆
生
が

ゐ
る
と
し
ま
す
。

故
に
常
の
想

・
榮
の
想

・
我
の
想
　
　
（衆
生
は
信
ず
る
が
）
故
に
、
常
住
の
想
ひ
、
業

（安
柴
）

・
浄
の
想
を
起
す
は
、
顛
倒
の
見
　
　
の
想
ひ
、
我

（員
賓
な
る
我
）
の
想
ひ
、
清
浄
の
想
ひ
を
起

に
非
ず
。
是
を
正
見
と
名
づ
く
。
　

　

す
の
は
、
顛
倒
し
た
見
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
是
を
正

則

と
名
づ
け
ま
す
。
」

し
よ
う
け
ん
た

⌒れが鏑
漸
江
”朴“汰
行
の『疇赫凌搬
孵麒
緞け
け）

経
典
現
代
語
課



経
典

（正
見
を
繹
す
）

何
，
以
テ
ノ
故
ら

如
末
′
法
身
バ

是
レ常
波
羅
蜜
。柴
波
羅
蜜

。

我
波
羅
蜜
・浄
波
羅
蜜
ナ
レず
ι

経
典
訓
語
文

醍
を
瞬
て
の
耀
に
。
妍
惹
の
灘
射

は
慧
れ
慢
灘
貯
壁
。
敷
澱
貯
鶴
・

プ
ジ
貯
饗
・
醍
灘
貯
究
な
れ
ば
な

ｈソ。

二
八
六

経
典
現
代
語
課

「
何
故

（正
見
）
な
の
で
せ
う
か
。

如
末
の
法
身
は
、　
ま

さ
に
常
波
羅
蜜

（常
住
の
さ
と
り
）、
架
波
羅
蜜

（安
榮
の
さ

と
り
）、
我
波
羅
蜜

（員
賞
な
る
我
の
さ
と
り
）、
浄
波
羅
蜜

（清
浄
の
さ
と
り
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
信
ぜ
よ
と
勧
む
る
こ
と
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）

公
二
―
口
）

（
一
の
滅
諦
を
信
ぜ
よ
と
勘
む
る
中
の
第
三
に
、
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。
）

（佛
）
口

（従
り
）
生
じ
と
は
、
佛
の
教
へ
に
よ
つ
て
生
れ
る
こ
と
謂
ひ
ま
す
。
　

正
法

（従
り
）
生
じ
と
は
、
正
法
の
道
理
に

よ
つ
て
生
れ
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
　

法
化

（従
り
）
生
じ
と
は
、
教

へ
に
よ
つ
て
道
理
に
か
な
ひ
、
凡
夫

（と
二
乗
と
）
を
教
化

し
て
聖
者

（八
地
以
上
の
菩
薩
）
に
篤
す
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
　

餘
財
と
は
、
七
財
Ｔ
）
（信
・
戒
・
懸
・
愧
・
聞
・
捨
・
慧
）
の
こ
と
で

あ
り
ま
す
。

佛
は
す
で
に
先
ん
じ
て
こ
れ
を
得
て
を
ら
れ
る
故
に
、
（凡
夫
と
二
乗
と
は
）
今
、

佛
に
随
つ
て
後
か
ら
こ
れ
を
得
ま

す
。
そ
れ
故
に
餘
財

（佛
の
餘
り
の
財
）
と
云
ひ
ま
す
。

（１
）

七
財
　
佛
道
修
行
に
必
要
な
も
の
を
資
材
に
喩
へ
て
七
つ
拳
げ
た
も
の
で
、
諸
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
次
の
説
に
よ

つ
た
。
「信
」
は
正
法
を
信
受
す
る
こ
と
。
「戒
」
は
戒
め
を
保
つ
こ
と
。
「懸
」
は
罪
を
恥
づ
る
こ
と
。
「愧
」
は
罪
を
怖
れ



る
こ
と
。
「聞
」
は
正
法
を
よ
く
聞
く
こ
と
。
「捨
」
は
一
切
を
捨
離
し
て
執
着
な
き
こ
と
。
「慧
」
は
智
慧
よ
く
事
理
を
照

す
こ
と
。

（訓
讀
文
）

（響
コ催
）
ｒ
・曇
ぉ
と
は
絆
は
く
奏
へ
に
欧
り
て
曇
す
る
な
り
。
　
（智
己

甦
滋
↓曇
ジぅと
は
計
は
く
留
に
絆
り
て
曇
す
る

な
り
。
　
（御
じ

湾
伊
・彙
ぅ
と
は
計
は
く
責
へ
に
絆
り
理
に
配
う
て
川
を
伊
し
て
毀
ど
が
る
な
り
。
　
鮮
厨
と
は
毬
鷹

な
り
。
信
は
醸
に
爆
ん
じ
て
伊
た
ま
へ
る
が
曜
、
鍋
陸
げ
て
は
に
響
る
が
耀
に
詳
麻
と
ガ
ふ
な
り
。

経
典

（縮
質
量
を
綱
地
）　
　
　
　
典
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

於
”
佛
′
法
身
一
作
一
ハ是
ノ
見
・フ　
　
佛
の
法
身
に
於
て
是
の
見
を
作
す

　

「
佛
の
法
身
に
つ
い
て
こ
の
考

へ
方
を
す
る
の
は
、
是
を

者
。
是
フ名
ツ
タ
正
見
一卜。
正
見
ノ　
　
は
、
是
を
正
見
と
名
づ
く
。
Ｅ
慰
　
　
正
見
と
名
づ
け
ま
す
。
正
見
の
者
は
員
の
佛
弟
子
で
あ
り

者

是^
レ佛
′員
子
ナリ
０
従
つ佛
　
　
の
者
は
是
れ
佛
の
員
子
な
り
。
佛
　
　
ま
す
。
佛
の
日
か
ら
生
れ
、
正
法
か
ら
生
れ
、
法
の
教
化

口
一生
ジ
。
従
つ
正
法
一生
ジ
。
　
　
口
従
り
生
じ
、
正
法
従
り
生
じ
、
　
　
か
ら
生
れ
て
、
法
の
餘
財

（七
つ
の
財
）
を
得
ま
す
。
」

従
つ
法
化
一生
ソ得

二法
ノ餘
財
・フ。
　

法
化
徒
り
生
じ
て
法
の
餘
財
を
得
。

正
説
　
第
十

。
一
諦
章
　
　
　
一
一八
七



二
八
八

第
十

一

一　
依

章

〔
一
依
章
の
来
意
拉
び
に
科
段
分
け
〕

（現
代
語
詳
）

（無
作
の
滅
諦
の
み
を
學
げ
て
、
）
特
別
に
乗
の
境
を
説
明
す
る

（四
章
の
）
中
の
第
二
に
、
世
尊
。
澤
智
と
は
か
ら
以
下
は
、　
一

依
章
と
名
づ
け
ま
す
。
正
し
く
此
の
唯

一
の
無
作
の
滅
諦
を
、
衆
生
の
依
攘
す
べ
き
究
極
と
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

そ
の
中

に
つ
い
て
分
け
て
四
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
今
日
説
く
唯

一
の
無
作
の
滅
諦
を
衆
生
の
依
擦
す
べ
き
究
極
と
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
故
に
先

づ
二
乗
の
智
は
そ
の
境
地

（無
作
の
滅
諦
の
境
地
）
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
公
一乗
の
智
は
）
そ
の
境
地
で
は
な
い
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
彼
が
局
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
昔
日
に
読
い
た
衆
生
の
依
擦
す
べ
き
と
こ
ろ

（有
作
の
四
聖
諦
）
は
究
極
で
は
な
い
こ
と

を
説
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
世
尊
。　
一
Ｆ
と
は
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
今
日
読
く

一
依
を
、
依
攘
す
べ
き
究
極
と
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）



世
尊
。
澤
智
卜
者^
従
り
以
下
、
別
に
境
を
明
す
中
の
第
二
に

一
依
章
と
名
づ
く
。
正
し
く
此
の

一
の
滅
諦
を
衆
の
依
る

可
き
の
極
と
篤
す
こ
と
を
明
す
。
　

中
に
就
き
て
開
き
て
四
と
篤
す
。

第

一
に
今
日
の

一
の
滅
諦
を
依
の
極
と
篤
す
こ
と
を
明
さ
ん
と
欲
す
。
故
に
先
づ
二
乗
の
智
は
其
の
境
界
に
非
ざ
る

こ
と
を
明
す
。

第
二
に
其
の
境
界
に
非
ざ
る
こ
と
を
繹
す
。

第
載
に
朧
”鶴
ガ盤
二借
り
卵
Ｗ
、
部
か
鶯
を
対
と
評
す
を
嚇
す
。

第
四
に
世
尊
。　
一
依
卜
者^
従
り
以
下
、
正
し
く
今
日
の

一
依
を
依
の
極
と
篤
す
こ
と
を
明
す
。

↑
」
の
章
の
科
段
分
け
表
）

〔
二
乗
の
智
は
其
の
境
界
に
非
ぎ
る
こ
と
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
２

）

正
説
　
第
十

一
。
一
依
章
　
　
　
一
一八
九



二
九
〇

（
一
依
章
の
第

一
に
、
二
乗
の
智
は
そ
の
境
地
―
―
無
作
の
滅
諦
―
―
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
）

況
ん
や
四
依
智
を
や
と
は
、
こ
の
四
依
智
は
、
五
方
便

（小
乗
の
人
を
導
く
五
つ
の
方
使
）
の
教

へ
の
中
で
、
（有
作
の
）
四
聖
諦
に

よ
つ
て
智
を
生
ず
る
者
を
謂
ひ
ま
す
。　
　
一
説
で
は
衣
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―
佛
は
五
方
便
の
教

へ
に
よ
つ
て
導
か
れ
る
人
の

た
め
に
、
四
つ
の
依
る
べ
き
道
を
お
説
き
に
な
る
、
そ
れ
故
に
四
依
智
と
云
ふ
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

‥
臭
ん　
なか　
し
たい　
よ　
　
ち
　
ヒ
う　
れ
を
謂
ふ
な
り
。
　
一に
云
は
く
、
佛
は
五

裕
ん
し
た
ち
　
　
　
　
”」

ｒ
方
便
の
中
に
四
諦
に
依
り
て
智
を
生
ず
る

況
ャ
四
依
智
フャと
は
、
是
れ
〓

と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ゑ
　
　
し
　
た
　
ち
　
　
　
い

ほ
う
ぺ
ん
　
　
ひ
と
　
　
た
め
　
　
し
　
た
　
　
　
み
ち

方
便
の
人
の
篤
に
四
依
の
道
を
説
き
た
ま
ふ
、
故
に
四
依
智
と
云
ふ
な
り
と
。

経
典
（
」
婢
ゎ
諧
狙
改
ゎ

麟
）
　

せ
脚
典

悧
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
典
現
代
語
講

う
ち
　
　
　
い
〓
い　
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
料
智

と

は
、　
一
切

の
阿
羅
漢

・
辟
支
佛
が
覺

世
奪
。

浄
智
ト
ハ者
。
　
一
切
′　
　
世
奪
。
浄
智
と
は
、　
一
切
の
阿
羅

　

「
世
奪
よ
。
澤

阿
羅
漢

・
辟
支
佛
ノ智
波
羅
　
　
漢

・
辟
支
佛
の
智
波
羅
蜜
な
り
。
　

　

り
の
彼
岸
に
到
る

（有
作
の
）
智
で
あ
り
ま
す
。
此
の
浄

ち

じ
う
ち
　
い
　
　
災
ど
　
　
　
　
　
万

配
の
見
の
な
い
）
浄
智
と
言

へ
ま
す
が
、
彼

蜜
ナ
リ
０
此
′
浄
智

者^
雖
昨
日
ン
ト
　

此
の
浄
智
は
浄
智
と
日
ふ
と
雖
も
、
　

智
は
、
（願
馴

な
に

い
　
　
お
い
　
　
　
　
な
ほ
き
よ
う
が
い
　
あ
ら

浄
智
・卜．
於
”
ハ
彼
ノ
滅
諦
一省
　
　
彼
の
滅
諦
に
於
て
は
筒
境
界
に
非
　
　
の

（無
作
の
）
滅
諦
に
つ
い
て
は
、
省
そ
の
境
地
で
は
あ

ん
や
四
依
智
を
や
。
　
　
　
　
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
四
依
智

（有
作
の
四
聖
諦
に
よ
つ
て
得

非
メ
境
界
一。
況
ャ
四
依
智
フも
　
　
ず
。
況
′

た
智
）
は
そ
の
境
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」



〔
二
乗
の
智
は
其
の
境
界
に
非
ぎ
る
こ
と
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
じ

（
一
依
章
の
）
第
二
に
、
公
一乗
の
智
は
無
作
の
滅
諦
の
境
地
で
は
な
い
）
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
　

疑
間
を
提
示
し
て
云
ふ
に

は
、
何
故
に

（二
乗
の
智
は
）
無
作
の
滅
諦
の
境
地
で
は
な
い
と
言
ふ
の
で
せ
う
か
、
と
。
　

そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
て
言
ひ
ま
す
。

―
―
三
乗

ａ
壺
町
劉
Ｔ
縁
覺
乗
・
菩
薩
乗
）
の
初
め
の
段
階
に
あ
る
人
は
、
彼
の
義

（無
作
の
滅
諦
）
に
つ
い
て
は
、
た
だ
、
ま
さ
に

覺
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
さ
に
饉
得
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
現
在
す
で
に
覺
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
饉
得
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か

ら
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。

一
説
で
は
次
の
や
う
に
言
ひ
ま
す
。
―
―
疑
間
を
示
し
て
言
ふ
に
は
、
上
述
の

一
乗
章
で
は
三
乗
の
段
階
の
人
は
法
を
覺
る
こ
と

に
愚
か
で
は
な
い
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
（こ
こ
で
は
無
作
の
滅
諦
の
境
地
で
は
な
い
と
言
つ
て
ゐ
る
。
）
何
故
に
そ
の
や
う
に
相
違
し

て
ゐ
る
の
か
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
理
由
を
澤
き
明
す
の
は
前
述
と
同
じ
で
あ
る
。
　

上
述
の

一
乗
章
で
、
法
に
愚
な
ら
ず

（法
を
覺
る

こ
と
に
愚
か
で
は
な
い
）
と
言
つ
た
の
は
、
ま
さ
に
覺
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
さ
に
饉
得
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
謂
つ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
已
に
饉
得
し
て
を
り
、
已
に
覺
つ
て
ゐ
る
、
と
謂
ふ
の
で
は
な
い
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

孵
ｒ
に
離
す
。　
興
げ
を
厠
げ
て
ガ
は
く
ヽ
蝶
を
廃
て
か
難
の
嚇
易
げ
対
ず
と
計
ふ
や
。　
機
び
て
げ
は
く
。
載
赳
が

祉
業
ぽ
グ
の
デ
に
バ
て
麟
燦
に
獄
す
べ
し
、
燦
に
徹
す
べ
し
。
死
に
熙
し
織
す
る
に
裁
ざ
る
が
配
に
と
。

く
に
だ
は
く
。
興
げ
て
デ
は
く
ヽ
確
を
瞬
て
か
二
の
ぃ、し剰
し封
に
壺
難
が
祉
新
は
湖
に
膠
な
ら
ず
と
ガ
ヘ
る
と
に
経
ぎ

正
説
　
第
十

一
。
一
依
章
　
　
　
一
一九

一



二
九
二

せ
る
や
。
故
に
澤
す
る
こ
と
同
じ
。
　

上
に
不
レ
愚
ジ
，
於
法
一と
言

へ
る
は
、
是
れ
営
に
覺
す
べ
く
営
に
得
す
べ
き
を
謂

ふ
。
ぜ
れ
醸
に
徹
し
醸
に
ぼ
す
る
の
計
ひ
に
対
ざ
る
な
り
と
。

経
典
（雛
壽
ゎ
甜
猟
鎖
ゎ
麟
）
　

畔
榊
］
『
［
」

に
。
壺
対
が
祉
新

何
ヮ
以
，
ノ故
ら

一二
乗
ノ初
業
ハ

不
ン
愚

，
，
於
法
一。
　
於

，
ハ彼
′　
　
は
法
に
愚
な
ら
ず
。
彼
の
義
に
於

義
一営
に
覺
ス。
営
に
　
　
得
ス。　
　
て
は
営
に
覺
す
べ
く
、
営
に
得
す

夕
　
　
　
　
　
　
　
■
ナ

ン
バ
ナ
リ

ベ
き
な
れ
ば
な
り
。

組
典
現
代
語
課

「
何
故
に

（無
作
の
滅
諦

の
境
地
で
は
な
い
の
）
で
せ
う

か
。
三
乗
の
初
め
の
段
階
の
人
は
、
法
を
覺
る
こ
と
に
愚

か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
の
義

（無
作
の
滅
諦
）
に
つ
い
て

は
、
ま
さ
に
覺
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
さ
に
證
得
す
べ
き
で

あ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

〔昔
の
依
を
非
と
篤
す
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
舎
》

（
一
依
章
の
）
第
三
に
、
昔
日
に
説
い
た
衆
生
の
依
攘
す
べ
き
と
こ
ろ

（有
作
の
四
聖
諦
）
は
、
究
極
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま

す
。
　

彼
が
葛
の
故
に
、
世
奪
は
四
依
を
説
き
た
ま
ふ
と
は
、
昔
日
に
は
正
し
く
二
乗
の
人
の
た
め
に
と
い
ふ
理
由
で
、
こ
の
有
作

の
四
聖
諦
を
お
読
き
に
な
ら
れ
た
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

此
の
四
依
と
は
是
れ
世
間
の
法
な
り
と
は
、
（昔
日
に
読
い
た
有
作
の

四
聖
諦
は
、
）
究
極
の
依
擦
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）



孵
式
に
樹
が
鮮
を
押
と
が
す
を
嚇
す
。
　
朧
”鶴
ガ概
ら

耀
輔
ハ譜
計ま
フ叶
鮮
・フと
は
ヽ

け
の
が
信
の
け
講
を
計
き
た
ま
ふ
を
嚇
す
。
　
ば
′叶
に
よ
ぜ
レビ
配
ノ灘
す
と
は
ヽ

経
典
（鯖
わ
精
嘘
掛
と
）
　
　

　
　

紅
典
訓
語
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紅
典
現
代
語
課

篤
″
彼
ガ
故
ら
　
世
阜

読^
卦
玉
フ　
　
彼
が
篤
の
故
に
、
世
奪
は
四
依
を
　
　
「
彼

公
一乗
）
の
た

め
に
と

い
ふ
理
由

で
、

世
算
は
四
依

四
依
・フ。
世
奪
。
此
′
四
依
卜
　^
　
説
き
た
ま
ふ
。
世
筆
。
此
の
四
依
　
　
（有
作
の
四
聖
諦
）
を
お
読
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
世
奪
よ
。

者
是
レ世
閲
′
法
ナ
リ
０
　
　
　
　
　
と
は
是
れ
世
間
の
法
な
り
。

此
の
四
依
と
は
、
世
聞

全
二
界
）
の
法
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
今
日
の

一
依
を
依
の
極
と
篤
す
こ
と
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
（四
）

（
一
依
章
の
）
第
四
に
、
正
し
く
今
日
説
く

一
依

（無
作
の
滅
諦
）
を
依
攘
す
べ
き
究
極
と
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。　
　
一
賦
の

依
の
上
な
り
と
は
、
三
界
の
内
及
び
外
の
世
界
を
通
じ

て
、
（有
作

。
無
作
の
）
八
聖
諦
の
中
に
、
此
の
唯

一
の
無
作
の
滅
諦
を
最

上
と
す
る
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

出
世
間
の
上

量
ぅ

な
り
と
は
、
無
作
の
四
聖
諦
に
つ
い
て
も
、
た
だ
此
の
唯

一
の
無
作
の
滅

諦
だ
け
を
究
極
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　

第

一
義
依
は
所
謂
減
諦
な
り
と
は
、
更
に
究
極
の
依
擦
す
べ
き
と
こ
ろ
そ
の
も
の
を
示

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

一
説
で
は
次
の
や
う
に
云
ひ
ま
す
。
―
―

一
獄
の
依
の
上
な
り
と
は
、
た
だ
有
作
の
四
聖
諦

に
封
し
て
、
（無
作
の
滅
諦
を
）
最

上
と
す
る
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

正
説

第
十

一
。
一
依
章
　
　
　
一
一九
二

部
配
は
理
し
く
珊
剰
の
篤
の
盤
に

極
の
依
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
す
。



二
九
四

（訓
讀
文
）

孵
け
に
嚢
し
く
鋭
囃
の
ぃ一に
を
に
の
ぼ
と
が
す
こ
と
を
嗽
す
。　
↓
鵬
ノ針
ノ量
″
と
は
、
通
じ
て
五
獄
献
ダ
％
疋
彗
認

の
燃
に
、
ぼ
の
ぃちの
洋
話
を
量
ど
が
す
と
計
ふ
な
り
。　
跳
起
耐
ノ量
ぅ量
ナぅツと
は
、
熙
鮮
伊
の
酔
識
に
計
き
て
、
囃

雌
の
式
の
虎
識
の
み
を
畷
と
ぼ
す
な
り
。　
獄
コち撫
僣
ｍ^
識
潔
識
す
と
は
ヽ
甦
に
難
の
獣
を
出
す
。

↓
に
デ
は
く
。
ぃっ研
ノ″
ノ量
Ｐ
と
は
、
熙
存
備
の
け
講
に
詳
き
一■
ァ
が
す
な
り
と
。

世
岬
「
玲
酬
協
一一

一 こ依
¨
「
中
）
　

耀
中
「
『
［
【

は
一妹
の
依
の
上
　
　
「』
け
碑
「
螂
赫
岬

（無
作
の
滅
諦
）
は
一切
の
依
擦
す
べ
き

上
ナ
リ
０

出
世
間
ノ
上
上
ナ
リ０
　
　
な
り
。
出
世
間
の
上

量
ぅ

な
り
。
　
　
と
こ
ろ
の
中
の
最
上
で
あ
り
ま
す
。
現
世
を
超
え
た
世
界

だ

い
い
ち

ン
●
え

第

一
義
依
ハ所
謂
滅
諦
ナ，０　
　
　
第

一
義
依
は
所
謂
滅
諦
な
り
。
　
　
　
に
お
け
る
上
の
上
で
あ
り
ま
す
。
第

一
義
依
は
い
ふ
と
こ

ろ
の
減
諦
で
あ
り
ま
す
。
」



第
十
二
　

顛

倒

員

賞

章

〔順
倒
員
責
章
の
来
意
雄
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
評
）

（無
作
の
滅
諦
の
み
を
拳
げ
て
、
）
特
別
に
乗
の
境
を
説
明
す
る

（四
章
の
）
中
の
第
三
に
、
世
尊
。
生
死
は
か
ら
以
下
は
、
顛
倒

員
賓
章
と
名
づ
け
ま
す
。
　

此
の
章
の
末
意
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
―
―
前
の

一
健
章
に
は
、
「
今
日
説
く
無
作

の
唯

一
の
滅

諦
は

一
切
の
依
擦
の
中
の
最
上
で
あ
り
、
現
世
を
超
え
た
世
界
に
お
け
る
上
の
上
で
あ
り
、
依
擦
の
究
極
で
あ
る
」
こ
と
を
説
明
し

ま
し
た
。
衆
生
は
こ
れ
を
聞
い
て
す
ぐ
に
次
の
や
う
に
謂
ふ
で
あ
り
ま
せ
う
。
…
…
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
（無
作
の
滅
諦
は
）
惑

（煩
悩
）
か
ら
出
離
し
た
後
ま
さ
に
、
衆
生
の
依
嬢
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
惑
の
中
に
在
つ
て
依
擦
す
る
と
こ
ろ
と
な

る
と
言
ふ
の
で
は
な
い
、
…
…
と
。
　

そ
れ
故
に
今
、
そ

の
理
由
を
澤
き
明
し
ま
す
。
（何
故
な
ら
ば
）
無
作
の
唯

一
の
滅
諦
は
、

即
ち
如
末
蔵

（煩
悩
に
覆
ひ
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
佛
性
を
い
ふ
）
で
あ
り
ま
す
ｏ
生
死
の
紳
明

（衆
生
が
本
来
も
つ
て
ゐ
る
員
賓
の
性
）
は
如
末
蔵

に
依
つ
て
相
績
し
て
滅
し
ま
せ
ん
。
（無
作
の
唯

一
の
滅
諦
は
惑
の
中
に
在
る
の
で
す
か
ら
、
）
た
だ
惑
か
ら
出
離
し
た
後
ま
さ
に
、

衆
生
の
依
擦
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
惑
の
中
に
在
る
と
き
か
ら
己
に
衆
生
の
依
攘
す
る
と
こ
ろ
と
な
つ
て
ゐ
ま

す
、
―
―
と
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
分
け
て
八
つ
に
し
ま
す
。

正
読
　
第
十
二
・
顛
倒
員
安
章
　
　
　
一
一九
五



二
九
六

第

一
に
、
直
ち
に
、
衆
生
の
生
死
は
如
末
蔵
に
依
擦
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
（如
末
蔵
の
）
道
理
に
よ
つ
て
読
く
の
を
名
づ
け
て
善
読

（す
ば
ら
し
い
佛
説
）
と
す
る
と
、
説
明
し
ま
す
。

第
三
に
、
生
死

・
生
死
と
は
か
ら
以
下
は
、
生
と
死
と
の
二
法
は
如
末
蔵
を
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
四
に
、
世
間
の
言
説
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
生
死
と
如
末
蔵
と
は
異
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
比
較
考
察
し
ま
す
。

第
五
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
生
死
は
如
爽
蔵
に
依
擦
す
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

第
六
に
、
世
尊
。
離
せ
ず
、
腕
せ
ず
か
ら
以
下
は
、
衆
生
は
如
末
蔵
に
依
擦
し
て
願
を
嚢
し
そ
の
願
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
、
若
し
如
末
蔵
の
道
理
が
無
い
な
ら
ば
苦
を
厭
ふ
こ
と
も
、
業
を
求
め
る
こ
と
も
無
い
こ
と
、
を
説
明
し
ま
す
。

第
七
に
、
世
奪
。
如
来
蔵
は
か
ら
以
下
は
、
如
末
蔵
は
三
世

（過
去

。
現
在

・
未
末
）
の
法
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
八
に
、
ま
た
、
如
来
蔵
は
か
ら
以
下
は
、
如
末
蔵
は
横
計

（誤
っ
た
見
解
を
も
つ
こ
と
）
と
は
異
な
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

廿
輔
。
曇
殖
者^
征
り
喋
Ｗ
、
圧
に
嚇
″
嗽
す
輯
の
ボ
ニ
に
配
朗
氏
熊
載
ど
グ
づ
く
。　
雌
の
載
が
鷲
計
は
ヽ
耐
の
式

健
彰
に
は
鋭
囃
の
鮮
ゲ
の
ぃち灘
は
ぃ一っ州
の
に
の
■
が
り
、
齢
耀
の
量
ぅ量
ぅな
り
、
任
の
醸
鮮
る
こ
と
を
嚇
す
。
物
、
離

き
て
は
ず
試
へら
く
。
淋
れ
ば
蝋
ザ
ま
を
ド
で
て
の
健
、
葉
に
場
の
に
と
が
る
、
ま
に
ひ
り
て
任
と
が
る
と
計
ふ
に
飛

ず
と
。　
デ
床
に
牛
議
デ
ら
く
。
鮮
備
の
ぃち膵
は
頭
ザ
婿
慇
鮮
な
り
。
曇
建
の
識
嚇
ぽ
妊
葱
前
に
付
り
て
稚
厳
し
て
灘

せ
ず
。
麟
ま
を
げ
で
て
が
に
体
の
に
と
が
る
に
飛
ず
。
勲
の
戦
に
が
る
と
き
健
り
麒
に
に
と
ぼ
る
な
り
と
。　
輯
に
詳



き
て
又
開
き
て
八
と
篤
す
。

第
ぃちに
麟
ち
に
畳
残
は
妊
鷲
産
に
健
る
を
嚇
す
。

第
二
に
理
に
藉
り
て
説
く
を
名
づ
け
て
善
説
と
篤
す
と
明
す
。

孵
式
に
曇
残
。
曇
残
共
者
征
り
唆
Ｗ
、
曇
残
の
ゴ
灘
は
静
く
妊
蕪
産
を
断
す
る
を
嚇
す
。

第
四
に
世
間
ノ言
説
′故
二従
り
以
下
、
生
死
と
如
末
蔵
と
異
な
る
こ
と
を
料
簡
す
。

孵
ｒ
に
慧
′耀
二征
り
喋
ア
、
畳
甕
は
妊
鷲
所
に
促
る
こ
と
を
経
す
。

孵
々
に
世
輔
。
ィ
ンぽ
も

ィ
ン膠
セ征
り
虻
Ｗ
ヽ
私
曇
ぽ
産
に
僣
り
て
歳
端
す
る
を
行
、
か
し
産
の
翌
鮮
く
ん
ば
子
を

随
ひ
敷
を
対
む
る
な
る
こ
と
鰹
き
を
嚇
す
。

新
毬
に
世
輔
。
妊
棘
頭
ハ者
征
り
喋
ず
、
妊
鷲
面
は
ニ
ザ
の
湖
に
対
ざ
る
こ
と
を
嚇
す
。

孵
度
に
ぶ
婿
獄
可
ハ者
管
り
魔
Ｗ
、
妊
鷲
面
は
樹
計
に
島
な
る
こ
と
を
嚇
す
。

正
説
　
第
十
二

・
顛
倒
員
寅
章
　
　
　
一
一九
七



二
九
八

↑
」
の
章
の
科
段
分
け
表
）

〔生
死
は
如
来
蔵
に
依
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
２
）

今
は

（顛
倒
員
寅
章
の
）
第

一
で
あ
り
ま
す
。
　

世
尊
。
生
死
は
如
来
蔵
に
依
る
と
は
、
生
死
は
印
ち
是
れ
顛
倒

（惑
）
で
あ
り

ま
す
。
如
末
蔵
は
印
ち
是
れ

「
員
賓
」
で
あ
り
ま
す
。
今
、　
一
切
の
衆
生
に
皆

「
員
賓
の
性
」
（如
末
蔵
）
が
有
る
こ
と
を
説
明
し
ま

す
。
若
し

（衆
生
に
）
こ
の

「
員
寅
の
性
」
が
無
け
れ
ば
、
澤
奪

一
代
の
教
化
は

一
代
か
ぎ
り
で
た
ち
ま
ち
蓋
き
て
し
ま
つ
て
、

（衆
生
は
）
草
木

（教
化
の
及
ば
な
い
も
の
）
と
異
な
り
ま
せ
ん
。
此
の

「
員
賞
の
性
」
が
あ
る
故
に
、
相
績
し
て
断
滅
す
る
こ
と
な

生
死
は
如
末
蔵
に
依
る
を
明
す

理
に
紺
り
て
説
く
を
名
づ
け
て
割
諾
と
篤
す
と
明
す

生
死
は
能
く
如
末
蔵
を
蔵
す
る
を
明
す
―
一‐ ‐
¨
雌
】
¨
繭
一
岬
村

明
す

生
死
と
如
末
蔵
と
は
異
な
る
を
明
す

生
死
は
如
末
蔵
に
依
る
こ
と
を
結
す

衆
生
は
如
末
蔵
に
依
り
て
建
立
す
る
を
得
る
こ
と
を
明
す

如
末
蔵
は
三
世
の
法
に
非
ざ
る
こ
と
を
明
す

如
末
蔵
は
横
計
に
異
な
る
こ
と
を
明
す



く
、
つ
ひ
に
は
大

射

（大
乗
の
覺
り
の
聟
慧
）
を
得
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
（衆
生
の
）
生
死
は
如
末
蔵
に
依
擦
す
る
、
と
云
ふ
の
で
あ

り
ま
す
。
　

此
の
文
の
中
の
如
末
蔵
は
、
　
・
若
し
道
理
を
以
て
正
し
い
因

（覺
り
を
得
る
因
）
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
道
理
そ
の
も
の
が

如
末
蔵
で
あ
り
、
若
し
紳
明

（衆
生
の
員
賞
の
性
）
を
以
て
正
し
い
因
と
す
る
な
ら
ば
、
皆
営
然
の
結
果
と
し
て
現
は
れ
る
事
責
を
以

て
如
爽
蔵
と
し
ま
す
。
　

本
際
不
可
知
と
は
、
そ
も
そ
も
生
死
に
は
始
め
と
絡
り
が
無
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
こ
こ
で
は

如
末
蔵
に
し
た
が
つ
て
論
じ
ま
す
の
で
、
そ
の
本
際

（握
３

を
知
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
何
故
か
と
言
ひ
ま
す
と
、
此
の
如
末

蔵
は
三
世
の
法

（過
・
現
・
未
の
因
果
に
支
配
さ
れ
る
法
則
）
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
世
の
法
で
は
な
い
こ
と
に
よ
つ
て
、
（衆
生
の
）

生
死
の
依
擦
と
な
り
ま
す
。
（如
末
蔵
は
三
世
の
法
で
は
な
い
の
で
、
生
死
は
）
何
時
か
ら
始
ま
つ
た
か
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
を
知

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
　

ま
た
次
の
や
う
に
云
ふ
読
も
あ
り
ま
す
。
―
―
生
死
は
始
め
と
修
り
と
が
無
い
こ
と
は
な
い
。
た
だ
始

め
と
修
り
と
を
測
り
知
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
本
際
と
は
衆
生
の
根
源
を
謂
ふ
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

箸
は
新
ぃちな
り
。
　
ど
輔
。
曇
殖
者^
Ｆ
ン妍
鷲
鰐
一と
は
、
畳
残
は
叫
ザ
さ
れ
配
配
な
り
。
妍
鷲
前
は
餌
ザ
さ
れ
昆
琵

な
り
。
繊
一、、っ鷲
札
曇
ぽ
畿
民
鬼
の
曝
電
る
を
鵬
す
。
か
し
雌
の
眠
緯
く
ん
ば
鵬
ザ
一っ僣
罐
ザ
計
き
て
斡
校
と
え
な
ら
ず
。

け
の
晨
札
る
に
げ
る
が
耀
に
絣
藤
し
て
師
ぜ
ず
ヽ
編
に
対
嚇
′
徹
す
。
躍
に
畳
魂
は
妊
恕
面
に
促
る
と
ｒ
ふ
。　
雌
の

嘴
の
婿
鷲
面
は
か
し
ｒ
を
瞬
て
晨
鴎
ど
が
せ
ば
ヽ
露
ピ
を
瞬
て
姉
対
所
と
が
し
ヽ
か
し
祀
嚇
グ
瞬
て
駄
鴎
ど
が
せ
ば
ヽ

畿
難
霜
の
書
を
廃
て
妊
葱
蔚
と
が
す
。　
札
階
や
Ｐ
炒
と
は
ヽ
対
れ
曇
残
は
陽
枇
鮮
き
に
な
ず
。
雌
蔚
に
４
げ
て
議
を

正
読
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十
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顛
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三
〇
〇

が
す
が
配
に
、
村
麻
村
ｒ
鯖
な
り
。
雌
と
な
れ
ば
叫
ザ
け
の
藤
は
ニ
ビ
の
湖
に
規
ず
。
菫
ビ
に
規
ざ
る
を
瞬
て，曇
残
の

に
と
が
る
。
蹴
サ
し
も
醍
れ
の
雌
征
り
ぞ
と
い
ふ
こ
と
醐
ザ
村
ず
鯖
な
り
。
　
葺
ガ
は
く
。
畳
建
は
続
疑
鯖
き
に
増
ず
。

麟
繊
疑
鵬
り
螺
き
な
り
。
載
鷹
と
は
群
は
く
れ
曇
″
隧
な
り
と
。

紅
典
訓
讀
文

耀
囀
。
曇
甕
は
妍
鷲
藤
に
促
る
。

姑
対
面
を
瞬
て
の
耀
に
対
麻
村
ｒ

鯖
と
謝
く
。

経
典
（粋
ユ
嚇
詢
数
議
Ｘ
鱗
）
　

ぽ
軸
「
］
練
耐

が
る
が
耀
に
曇
婢

世
奪
。
有
考
如
末
蔵
・故
二説
ン
　

・

生
死
・ヮ。
是
ヮ名
ブ
″善
説
・卜。

と
　
　
　
　
　
こ
れ
　
　
ぜ
ん
せ
つ
　
　
な

を
読
く
。
是
を
善
説
と
名
づ
く
。

経
典
⌒に
観
狙抑
嚇
備
）

世
奪
。
生
死
ハ者
依
ン
如
末
蔵
一。

以
”
ノ
如
末
蔵
・フ
故
二
説
ン
本
際

不
可
知
・卜。

〔
理
に
籍
り
て
論
く
を
名
づ
け
て
善
論
と
言
す
と
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
じ

（顛
倒
員
寅
章
の
）
第
二
に
、
（如
末
蔵
の
）
道
理
に
よ
つ
て
説
く
の
を
名
づ
け
て
、
善
読
と
し
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。

（訓
讀
文
）

舞
ｒ
に
翌
に
絆
り
て
謝
く
を
響
づ
け
て
割
謝
と
鮮
す
。
貯
つ
菅
し
。

紅
典
現
代
語
課

「
世
奪
よ
。
衆
生
の
生
死
は
、
如
末
蔵
を
そ

の
依
攘
と
し

て
ゐ
ま
す
。
如
末
蔵
を
依
攘
と
す
る
の
で
、
衆
生
の
生
死

は
、
そ
の
根
源
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
説
き
ま
す
。
」

経
典
現
代
語
課

「
世
阜
よ
。
如
末
蔵

（と
い
ふ
道
理
が
）
あ
る
が
故
に
、
生

死
を
説
き
ま
す
。
こ
れ
を
善
読
と
名
づ
け
ま
す
。
」



〔
生
死
は
能
く
如
来
蒙
を
強
す
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
舎
》

（顛
倒
員
責
章
の
）
第
二
に
、
生
死

。
生
死
と
は
か
ら
以
下
は
、
生
死
は
能
く
如
末
蔵
を
蔵
す
る
こ
と
が

で
き

る
こ
と
を
説
明
し

ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
先
づ
生
と
死
と
の
意
義
を
繹
き
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
正
し
く
生
と
死
と
の
二
法
は
、
如
来
蔵
を
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
読
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

曇
残
。曇
残
１
者
征
り
喋
Ｗ
、
舞
式
に
曇
残
は
静
く
妊
恐
産
を
薩
す
る
を
嚇
す
。　
戦
に
貯
き
て
だ
ｒ
な
り
。

舞
コちに
が
づ
曇
残
の
デ
を
機
が
。

射
ｒ
に
藤
し
く
曇
残
の
ゴ
湖
静
く
妊
恐
産
を
離
す
る
を
嚇
す
。

〔
生
死
の
義
を
澤
す
〕
（現
代
語
詳
）
釜
一１
０
）

（生
死
は
能
く
如
末
蔵
を
蔵
す
る
を
明
す
中
の
第

一
に
、
）
生
死

・
生
死
と
重
ね
て
言
ふ
の
は
、
生
と
死
と
の
二
つ
の
意
義
を
澤
き

明
さ
う
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
上
に
書

か
れ
た

「
生
死
」
を

「
生
」
と
篤
し
、
下
に
書
か
れ
た

「
生
死
」
を

「
死
」

と
篤
し
て
、
二
つ
の

「
生
死
」
を
重
ね
て
拳
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。　
　
一
説
で
は
次
の
や
う
に
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
―
―
上
に
書
か
れ

た
の
は
前
の
経
典
の
語
句

（如
末
蔵
有
る
が
故
に
生
死
を
説
く
）
の
生
死
を
示
し
、
下
に
書
か
れ
た
の
は
次
の
経
典
の
語
句

（生
死
と
は
、
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三
〇
二

此
の
二
法
は
是
れ
如
末
の
蔵
な
り
）
を
繹
き
明
す
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

諸

ゲ
鶏
概
離
す
と
は
ヽ
諸

々
の
根

（眼
・
耳

・
鼻

・
舌

・
身
・
意
の
本
根
）
に
は
、
み
な
共
通
し
た
性
質
の
封
象
領
域

（眼
に
は
色
、

耳
に
は
聾
、
鼻
に
は
香
、
舌
に
は
味
、
身
に
は
燭
、
意
に
は
法
、
の
六
境
）
が
あ
り
、
こ
れ
を

「
没
」
（根
が
境
に
没
入
し
て
働
く
こ
と
）
と
謂

ひ
ま
す
。
（印
ち

「
生
」
で
あ
り
ま
す
。
）

次
第
に
受
根
起
ら
ぎ
る
と
な
り
と
は
、
六
境
に
封
し
て
六
根
が
そ
れ
ぞ
れ
に
働
く
こ
と

が
で
き
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
（印
ち

「
死
」
で
あ
り
ま
す
。
）

（訓
讀
文
）

韓
ね
て
曇
残
と
計
ふ
は
ヽ
曇
ど
摯
と
の
ｒ
の
デ
を
離
ぜ
ん
と
犯
す
。
配
に
二
を
ば
曇
ど
鮮
し
ヽ
砒
を
ば
Ｐ
と
が
し
て
製

ね
て
之
を
拳
ぐ
る
な
り
。　
　
一
に
云
は
く
。
上
は
前
の
語
を
牒
し
、
下
は
下
に
向
ひ
て
繹
を
篤
す
と
。

諸
ノ
受
根
没
スと
は
、
諸
根
に
皆
通
相
の
領

縁
有
り
、
之
を
謂
ひ
て
没
と
馬
す
。
　

次
第
一不
ン
ト
す
受
根
起
・ラと
は
、
通

相
領
縁
の
根
、

経
典
（生
死
の
義
を
澤
こ

世
奪
。
生
死

。
生
死
卜
者^
。

諸
′
受
根
没
ス
ル
３

次
第
一
不

ツ
ト
す
受
根
起

・，。
是
フ
名
ブ
タ生

死
・卜。

次
第
に
而
も
起
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

経
典
訓
讀
文

せ
　
そ
ん
　
　
し
よ
う
じ
　
　
し
よ
う
し
　
　
　
　
　
も
ら
も
ろ

世
奪
。
生
死

。
生
死
と
は
、　
諸

の
受
根
没
す
る
と
、
次
第
に
受
根

献
ら
ざ
る
と
な
り
。
通
を
畳
残
と

名
づ
く
。

緩
典
現
代
語
課

「
世
算
よ
。
生
死

。
生
死
と
は
、
諸

々
の
受
根

（眼
耳
鼻
舌

身
意
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
対
象
に
没
入
し
て
働
く
こ
と

（生
）
と
、
諸
々
の
受
根
が
、
封
象
に
封
し
て
そ
れ
ぞ
れ
働

か
な
く
な
る
こ
と

（死
）
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
生
死



と
名
づ
け
ま
す
。
」

〔
正
し
く
蔵
す
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
０
一１
０
）

（生
死
は
能
く
如
末
蔵
を
蔵
す
る
を
明
す
中
の
）
第
二
に
、
正
し
く
生
死
が
如
末
蔵
を
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
し
ま

す
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
此
の
如
末
蔵
の

「
蔵
」
の
道
理
は
、
自
ら
が
蔵
れ
よ
う
と
欲
し
て
ゐ
る
意
味
で
は
な
く
て
、
た
だ

生
と
死
と
の
二
法
に
よ
つ
て
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

第
二
に
正
し
く
能
く
如
末
蔵
を
蔵
す
る
こ
と
を
明
す
。

ず
、
但
生
死
の
二
法
を
以
て
蔵
と
篤
す
な
り
。

紅
典
（証
れ
嘱
増
す
）
　
　
　
　
　
経
典
訓
讀
文

世
奪
。
生
死
ト
バ
者
。
此
′
一
一　
　
世
奪
。
生
死
と
は
、
此
の
二
法
は

法
ハ是
レ如
末
ノ
蔵
ナ
ツ
０　
　
　
　
　
是
れ
如
末
の
蔵
な
り
。

〔
生
死
と
如
来
蔵
と
は
異
な
る
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）

（顛
倒
員
責
章
の
）
第
四
に
、
世
間
の
言
論
の
故
に
か
ら
以
下
は
、

言
ふ
こ
こ
ろ
は
此
の
蔵
の
理
は
自
ら
蔵
な
ら
ん
と
欲
す
る
に
非

組
典
現
代
語
課

「
世
尊
よ
。
生
死
と
は
、
生
と
死
と

の
二
法

で
あ

つ
て
、

そ
れ
は
如
末
を
蔵
し
て
を
り
ま
す
。
」

（四
）

生
死
と
如
末
蔵
と
は
異
な
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
若
し
生
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三
〇
四

死
の
二
法
の
中
に
蔵
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
如
爽
蔵
と
生
死
と
は
混
然

一
證
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
生
死
と
如
末
蔵
と
は

異
な
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
前
段
で
は
生
死
を
説
明
し
、
後
段
で
は
如
末
蔵
の
意
義
を
説
明
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

世
間
′
詈
曰諭
ノ故
二徒
り
以
下
、
第
四
に
生
死
と
蔵
と
異
な
る
を
明
す
。
若
し
生
死
に
蔵
せ
ら
る
る
を
得
ば
、
印
ち
生
死

と
戯
だ
と
し
て
式
と
が
る
。
耀
に
畳
殖
と
耐
と
甦
な
る
こ
と
を
嗽
す
な
り
。
燎
に
は
畳
甕
を
嚇
し
、
律
に
は
面
の
デ
を

明
す
。

経
典
（難
漸
祉
勧
嚇
競
と
は
）

世
聞
ノ
一日
読
ノ
故
二有
均
死
有
”

生
。
死
卜
＾
諸
根
ノ
壊
ス
ルす
０

生
卜
者^
新
二諸
根
′起
ルナ
ι

非
メ
如
末
蔵
二有
内
生
有
竃
ハ死
。

如
末
蔵
ハ離
ン有
篤
ノ相

・フ。
如

末
蔵
ハ常
住
不
憂
ナ
ι

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

世
間
の
言
論
の
故
に
死
有
り
生
有

り
。
死
と
は
諸
根
の
壊
す
る
な
り
。

生
と
は
新
た
に
諸
根
の
起
る
な
り
。

如
末
蔵
に
生
有
り
死
有
る
に
は
非

ず
。
如
末
蔵
は
有
馬
の
相
を
離
る
。

如
爽
蔵
は
常

住

不
憂
な
り
。

「
世
間

一
般
に
言
ふ
と
こ
ろ
で
は
、
衆
生
に
は
死
が
あ
り
、

生
が
あ
り
ま
す
。
死
と
は
諸
根

（眼

・
耳

・
鼻

・
舌

・
身

・

意
）
が
壊
滅
す
る
こ
と
で
あ
り
、
生
と
は
諸
根
が
新
た
に

働
き
は
じ
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

如
爽
蔵
に
生
が
あ
り
、
死
が
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

如
末
蔵
は
有
馬
の
相

（生
滅
憂
化
す
る
相
）
を
離
れ
て
を
り

ま
す
。
如
末
蔵
は
常
住
不
憂
で
あ
り
ま
す
。
」



〔生
死
は
如
来
蔵
に
依
る
こ
と
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）
（五
）

（顛
倒
員
寅
章
の
）
第
五
に
、
是
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
衆
生
の
生
死
は
如
末
蔵
に
依
擦
す
る
こ
と
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

ぜ
′耀
二循
り
喋
Ｗ
、
射
ｒ
に
畳
残
は
妊
恐
藤
に
僣
る
こ
と
を
経
す
。

経
典
（姓
初
軌
抑
林
麟
江
）

是
ノ故
二如
来
蔵

是^
レ依
タッ。

是
レ持
夕，。
是
レ建
立
タリ
。

〔
衆
生
は
蔵
に
依
り
て
建
立
す
る
を
得
る
こ
と
を
明
す
〕
（現
代
語
辞
）
（工Ｃ

（顛
到
員
責
章

の
）

第
六
に
、　
不
離

。
（不
断
）
・
不
脱
か
ら
以
下
は
、
衆
生
は
必
ず
如
末
蔵
に
依
つ
て
建
立

（願
を
嚢
し
そ
の
願
を

成
就
）
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
若
し
こ
の
如
末
蔵
が
無
い
な
ら
ば
苦
を
成

ふ
こ
と
も
ヽ
柴
を
求

め
る
こ
と
も
無
い
こ
と
、
を
読

明
し
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て

鵠
か

ら
三
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
直
ち
に
、
如
末
蔵
に
依
つ
て
願
を
稜
し
そ
の
願
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
若
し

（如
来
蔵
）
無
く
ん
ば
か
ら
以
下
は
、
如
末
蔵
が
無

い
な
ら
ば
、
（衆
生
は
）
願
を
嚢
し
そ
の
願
を
成
就
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

正
説
　
第
十
二
・
顛
倒
員
賞
章
　
　
　
　
一二
〇
五

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

是
の
故
に
如
末
蔵
は
是
れ
依
た
り
、
　

Ｆ
」
の
故
に
如
末
蔵
は

（衆
生
の
生
死
の
）
依
攘
す
る
と
こ

是
れ
持
た
り
、
是
れ
建
立
た
り
。
　

　

ろ
で
あ
り
、
支

へ
で
あ
り
、
基
盤
で
あ
り
ま
す
。
」



三
〇
六

第
三
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
願
を
設
し
そ
の
願
を
成
就
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
を
繹
き
明
し
ま
す
。

四
つ
の
不

（第
一
の
不
離
・
不
断
・
不
脱
・
不
異
）
は
、
み
な
未
だ
惑
（煩
悩
）
か
ら
出
離
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
ゐ
ま
す
。
　
ま

た
次
の
や
う
に
云
ふ
説
も
あ
り
ま
す
。
―
―
如
末
蔵
の
饉
は
「員
賞
」
で
あ
つ
て
、
（煩
悩
を
）
離
れ
、
断
じ
、
腕
す
る
こ
と
が
で

き
ず
、
（如
末
蔵
の
）
道
理
と
異
な
る
こ
と
は
な
い
、
―
―
と
。

（訓
讀
文
）

稽
ぽ
・
下
膠
行
り
喋
ず
ヽ
孵
々
に
鵜
曇
ぽ
雌
サ
所
に
伴
り
て
歳
郵
ず
る
を
待
、
か
し
雌
の
両
鮨
く
ん
ば
部
を
随
ひ
栄
を

対
む
る
を
る
こ
と
鰹
き
を
嚇
す
。
　
嘴
に
詳
き
て
ぉ鶴
から
式
智
り
。

第
一
に
直
ち
に
蔵
に
依
り
て
建
つ
る
を
得
る
こ
と
を
明
す
。

籍
ゴ
に
か
シ無
Ｘ
行
リ
ガ
Ｗ
ヽ
前
鮮
く
ん
ば
ぼ
つ
る
を
行
ざ
る
こ
と
を
嗽
す
。

射
載
に
耐
フ曖

，
盤
二健
り
非
Ｗ
、
ぼ
つ
る
を
行
ざ
る
こ
と
を
離
す
。

酔
の
稽
は
齢
だ
だ
ま
を
け
で
ざ
る
を
嚇
す
な
り
。
　
理
ガ
は
く
。
面
の
獣
鳳
鶴
に
し
て
、
絆
し
ヽ
師
じ
ヽ
鷹
す
頭
か
ら

ず
、
理
と
異
な
ら
ず
と
。

世
『
「
輸
嘩
”
輌
い

。 得依
一
」
〓
　

世
蜘
「
倒
的

。 文
村
鯖
・
不
腕
・
不
　

「
』
剪
躍
「

（
代

疇
【

蔵
は
煩
悩
を
）
離
れ
ず
、
断
ち
切
ら
ず
、

不
異
ナ
ル
不
思
議
′
佛
法
ナ３
　
　
異
な
る
不
思
議
の
佛
法
な
り
。
世
　
　
腕
け
出
さ
ず
、
異
な
る
も
の
と
し
な
い
、
不
思
議
の
佛
法



世
奪
。
断
卜脆
卜
異
ト
ノ外
；
有

篤
法
′
依
夕も
持
タ
ッ
。
建
立
タ
ル
＾

者
。
是
レ如
末
蔵
ナ
ツ
０

世
奪
。
若
シ無
ン
バ
如
末
蔵
・者
。

不
”
得
下
厭
れ
苦
フ集

中
求
ス
ル
フ涅

槃
″
。

何
フ
以
テ
′
故
ら
於
コ
此
ノ
一ハ
識
ト

及
ピ
心
法
′智

・卜ら

此
′
七
ノ法
ハ

利
那
モ
不
ン
住
セ。

不
レ
種
一
衆

苦
・ヮ。
不
”
パ
す
得
下
厭
降
苦
フ
架
中

求
ス
ル
フ
涅
槃
″
。

輔
。
孵
と
駆
と
黙
と
の
帰
に
し
て

言
鮮
湖
の
任
た
り
、
げ
た
り
ヽ
歳

螺
が
る
は
、
き
れ
妊
蕪
藤
な
り
。

ビ
囀
。
か
し
婿
鷲
藤
鯖
く
ん
ば
、

苦
を
厭
ひ
涅
槃
を
業
求
す
る
を
得

ざ
ら
ん
。

何
を
以
て
の
故
に
。
此
の
六
識
と

及
び
心
法
の
智
と
に
於
て
、
此
の

七
の
法
は
利
那
も
住
せ
ず
、
衆
苦

を
種
ゑ
ず
、
苦
を
厭
ひ
涅
槃
を
築

求
す
る
を
得
ざ
れ
ば
な
り
。

で
あ
り
ま
す
。
世
奪
よ
。
（煩
悩
を
）
断
ち
切
る
こ
と
、

脱
け
出
す
こ
と
、
異
な
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
篤
さ
な
い
で

有
馬
法

（生
滅
羹
化
す
る
も
の
）
の
依
擦
で
あ
り
、
支

へ
で

あ
り
、
基
盤
で
あ
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
如
末
蔵
で
あ
り

ま
す
。
」

「
世
奪
よ
。
若
し
如
末
蔵
が
無
い
な
ら
ば
、
苦
を
厭
ひ
、

涅
槃

（さ
と
り
）
を
榮
ひ
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
せ

う
。
」

「
何
故

（涅
槃
を
柴
求
す
る
こ
と
が

で
き
な

い
の
）
で
せ

う
か
。
（如
末
蔵
が
無

い
な
ら
ば
）
衆
生
の
六
識

（眼

・

耳
・
鼻

・
舌

。
身

・
意
）
と
心
法
の
智

（心
の
働
き
）
と
に
於

て
、
こ
の
七
つ

全
ハ
識
と
心
法
の
智
）
の
法
は
、
利
那
も
働

か
ず
、
衆
の
苦
を
感
受
す
る
種
が
な
く
、
苦
を
厭
ひ
涅
槃

を
榮
ひ
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
」

正
説
　
第
十
二
・
顛
倒
員
賞
章
　
　
　
一二
〇
七



三
〇
八

〔如
来
蔵
は
三
世
の
法
に
非
ぎ
る
こ
と
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
（七
）

（願
倒
員
賓
章
の
）
第
七
に
、
世
奪
。
如
来
強
は
か
ら
以
下
は
、
如
末
蔵
は
三
世

（過
去

・
現
在

・
未
末
）
の
法
で
は
な

い
こ
と
を

説
明
し
ま
す
。

万
ま
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。
減
せ
ず
と
は
過
去
を
謂
ひ
ま
す
。

前
際
無
し
と
は
未
末
を
謂
ひ
ま
す
。
起
せ
ず
と
は
現
在
を
謂
ひ
ま
す
＾

（訓
讀
文
）

世
税
。
妊
棘
薔
ハ者
行
り
喋
ず
、
麻
社
に
耐
は
武
ど
の
湾
に
対
ざ
る
こ
と
を
嗽
す
。　
鮮
ン耐
騰
・と
は
計
は
く
着
恐
な

り
。
ダ
ンピ
セと
は
群
は
く
期
な
な
り
。
ダ
／潔
セと
は
識
は
く
避
＃
な
り
。

瀬苫
〈
『
辣
漱
猟
こ
柑
ゎ
県）
　

せ
一ぽ
典
Ⅷ
罐
紋
一　

ぜんま
な　
　
び
　
　
「」押
稗
卸

・・代嘩
率
に

は
話
藤
が̈
あ
り
ま
せ
ん
。　
い
つ
か
ら

世
奪
。
如
末
蔵
ハ者
。
無
ン前
　
　
世
奪
。
如
末
蔵
は
前
際
無
し
。

めつ　
　
　
ほう
　
　
な
‥
ぎ
　
　
始
ま
る
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
、
い
つ
終
つ
て
し
ま
ふ
と
い

際
・。
不
レ
起
セ
不
”
滅
セ
法
ナ
ι
　
　

せ
ず
滅
せ
ざ
る
法
な
り
。
諸
の

種
〓諸
ノ
苦
ヮ

・。得
〓
厭
昨
苦
フ柴
〓　
　
を
種
ゑ
、
苦
を
厭
ひ
涅
槃
を
柴
求
　
　
ふ
こ
と
も
な
い
法

で
あ
り
ま
す
。
（如
末
蔵
に
よ
つ
て
衆

求
ス
ル
７
涅
槃
・，。
　
　
　
　
　
　
　
す
る
を
得
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
は
）
諸

々
の
苦
を
感
受
す
る
種
を
植
ゑ
、
苦
を
厭
ひ
涅

槃
を
柴
ひ
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
」

〔如
来
蔵
は
横
計
に
異
な
る
こ
と
を
明
す
〕
（現
代
語
詳
）
（八
）

（顛
倒
員
賓
章
の
）
第
八
に
、
如
来
蔵
は
か
ら
以
下
は
、
如
末
蔵
は
横
計

（誤
っ
た
見
解
を
も
つ
こ
と
）
と

は
異
な
る
こ
と
を
説
明



し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

妊
恐
商
者^
借
り
喋
Ｗ
、
新
度
に
藤
は
褥
計
に
製
な
る
こ
と
を
嚇
す
な
り
。

経
典
（勧
稼
磁
猟
雄
帰
江
異
）
　

　

組
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

世
奪
。
如
末
蔵
ハ者
。
非
啄
我
〓

非
メ
衆
生
一。
非
【
命
ら

非
昨

人
３

如
末
蔵

者^
。
堕
メ
ル身

見
一衆
生
卜
・
顛
倒
′
衆
生
卜
・

室
乱
意
ノ
衆
生
ト
ハ。
非
メ
其
ノ

境
界
一。

世
箪
。
如
来
蔵
は
、
我
に
非
ず
、
　

「
世
奪
よ
。
如
末
蔵
は
、
我
で
は
な
く
、
衆
生

で
な
く
、

衆
生
に
非
ず
、
命
に
非
ず
、
人
に
　
　
生
命
あ
る
も
の
で
な
く
、
人
間
で
あ
り
ま
せ
ん
。
如
末

非
ず
。
如
末
蔵
は
、
身
見
に
堕
す
　
　
蔵
は
、
身
見

（賞
腔
的
な
自
我
が
あ
る
と
い
ふ
誤
つ
た
見
解
）

る
衆
生
と
、
顛
倒
の
衆
生
と
、
空
　
　
に
陥

つ
た
衆
生
と
、
顛
倒

（員
責
を
逆
に
見
る
）
の
衆
生
と
、

乱
意
の
衆
生
と
は
、
其
の
境
界
に
　
　
室
乱
意

（大
乗
の
室
の
理
に
つ
い
て
心
が
乱
れ
て
誤
解
し
て
ゐ

非
ず
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
）
の
衆
生
と
は
、
そ
の
境
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」

正
説
　
第
十
二

・
顛
倒
員
責
章
　
　
　
一二
〇
九



〓
二

〇

第
十
三
　

自

性

清

浄

章

〔
自

鵬
し

湖
じ

秘
義
α
欺
か
雄
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
詳
）

０
　
そ
ん
　
　
に
よ
ら
い
ぞ
う
　
　
　
　

，』
　

　

は
つ
か
い
そ
う

（無
作
の
滅
諦
の
み
を
拳
げ
て
、
）
特
別
に
乗
の
境
を
説
明
す
る

（四
章
の
）
中
の
第
四
に
、
世
奪
。
如
来
蒙
は
、
是
れ
法
界
蒙
な

り
か
ら
以
下
は
、
自

性

清

浄
章
と
名
づ
け
ま
す
。
　

此
の
章
の
末
意
は
、
衆
生
が
上
述
の
第
三
の
願
倒
員
寅
章
に
お
い
て

「
此
の

如
末
蔵
は
煩
悩
の
中
に
在
る
日
か
ら
す
で
に
衆
生
が
依
擦
す
る
と
こ
ろ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
た
だ
煩
悩
か
ら
出
離
し
て
ま

さ
に
衆
生
の
依
接
す
る
と
こ
ろ
に
な
る
の
で
は
な
い
」
と
云
ふ
の
を
聞
い
て
、
印
ち
次
の
や
う
な
疑
間
を
生
ず
る
で
あ
り
ま
せ
う
。

…
…
も
し
さ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
此
の
如
末
蔵
は
必
ず
生
死
の
迷
ひ
に
染
め
ら
れ
る
か
ら
、
ど
ん
な
奪
さ
が
あ
つ
て
衆
生
が
依
擦
す

る
と
こ
ろ
に
な
る
の
か
。
も
し
ま
た
染
め
ら
れ
な
い
と
言
ふ
な
ら
ば
、
（如
爽
蔵
と
生
死
と
は
）
は
じ
め
か
ら
無
関
係
で
あ
つ
て
、

ど
う
し
て
衆
生
が
依
撼
す
る
と
こ
ろ
に
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
、
…
…
と
。
　

そ
れ
故
に
今
此
の
章
で
そ
の
理
由
を
繹
き
明
し
ま

す
。
―
―
此
の
如
末
蔵
は
そ
れ
自
證
の
性
が
清
浄
で
あ
つ
て
、
煩
悩
の
中
に
在
つ
て
も
生
死
の
迷
ひ
の
た
め
に
染
め
ら
れ
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
覆
ひ
隠
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
、
―
―
と
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
先
づ
初
め
に
分
け
て
二
つ
に
し
ま

す
。



第
一
に
、
勝
髪
夫
人
が
自
ら
説
き
ま
す
。

第
二
に
、
（勝
重
の
読
く
と
こ
ろ
を
同
じ
く
）
如
末
が
述
べ
て
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
認
め
ま
す
。

（訓
讀
文
）

世
拿
。
如
来
蔵
ハ者
。
是
レ法
界
蔵
ナ′従
り
以
下
、
別
に
境
を
明
す
中
の
第
四
に
自

性

清

浄

章
と
名
づ
く
。
此
の
章

の
鷲
計
は
、
物
ヽ
二
の
籍
式
の
篤
匪
戯
露
載
γ
）
に
、　
ぼ
の
妍
難
所
は
讚
の
輯
に
稗
る
の
げ
麒
に
続
の
に
と
が
り
、
麟

ま
を
け
で
て
基
に
続
の
僣
と
評
る
に
増
ず
と
だ
ふ
を
離
き
て
、
師
ザ
興
げ
を
曇
ず
ら
く
。
か
し
鰍
ら
ば
け
の
妊
鷲
両
は

蹴
サ
曇
残
の
購
に
対
せ
ら
れ
、
雌
の
営
あ
り
て
か
に
と
が
る
や
。
か
し
難
せ
ず
と
言
は
ば
簾
に
き
れ
熙
肛
た
り
、
剣
ぞ

橋
に
す
る
こ
と
を
行
ん
と
。
　
デ
瞬
に
築
離
デ
。
雌
の
姑
鷲
面
は
ビ
一場
雛

暑
ば
し
て
ヽ
ま
の
燃
に
ひ
り
と
は
ダ
曇
残

の
篤
に
染
せ
ら
れ
ず
。
但
隠
覆
せ
ら
る
る
の
み
と
。
　
中
に
就
き
て
初
め
に
開
き
て
二
と
篤
す
。

第
一
に
勝

重
自
ら
読
く
。

射
ｒ
に
妊
恐
温
っ一島

し
た
ま
ふ
。

（１
）

『
昭
和
會
本
』
に
は

「如
末
蔵
章
」
と
記
し
て
あ
る
が
誤
り
に
つ
き
訂
正
す
。
公
一九
六
頁
参
照
）
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す 〓
一
一
二

（
こ
の
章
の
科
段
分
け
表
）

〔勝
菫
自
ら
説
く
〕
（現
代
語
詳
）

（
こ

（自
性
清
浄
章
の
）
第

一
に
、
勝
堂
夫
人
が
自
ら
説
く
中
に
つ
い
て
、
ま
た
分
け
て
四
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
（如
爽
蔵
が
煩
悩
に
）
ま
さ
に
染
ま
る
か
、　
染
ま
ら
な
い
か
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
、　
先
づ
五
種
類
の
蔵
が

一
證
で
あ

る
こ
と
を
読
き
ま
す
。

第
二
に
、
此
の
自

性

清

浄
な
る
か
ら
以
下
は
、
染
ま
る
か
、
染
ま
ら
な
い
か
は
、
定
め
難
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。



第
三
に
、
何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
は
、
世
の
中
の
身
近
か
な
事
例
の
定
め
難
い
こ
と
を
取
り
拳
げ
て
、
（染

・
不
染
の
定
め

難
い
と
い
ふ
）
深
遠
な
道
理
と
比
べ
合
せ
ま
す
。

第
四
に
、
唯
佛
世
尊
の
み
か
ら
以
下
は
、
（染

・
不
染
の
定
め
難
い
こ
と
を
）
明
ら
か
に
す
る
に
つ
い
て
、
佛
に
ゆ
だ
ね
ま
す
。

（訓
讀
文
）

射
↓
の
蹴
ぅ魏
能
ゲ
計
く
嘴
に
詳
き
て
理
醜
き
て
呼
と
鮮
す
。

第

一
に
特
に
染

・
不
染
を
明
さ
ん
と
し
て
先
づ
五
種
の
蔵
を
會
す
。

第
二
に
此
ノ
自

性

清

浄
な
る
従
り
以
下
、
染
と
不
染
と
の
定
め
難
き
を
明
す
。

第
三
に
何
ヮ
以
，
′
故
二従
り
以
下
、
世
の
近
事
の
定
め
難
き
を
撃
げ
て
遠
理
に
況
す
る
こ
と
を
篤
す
。

第
四
に
唯
佛
世
尊
の
み
従
り
以
下
、
明
を
佛
に
推
し
た
て
ま
つ
る
。

〔
五
種
の
強
を
會
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
）

今
は

（勝
重
自
ら
説
く
中
の
）
第

一
に
、
先
づ
五
種
類
の
蔵
を
學
げ
、
そ
の

一
瞳
で
あ
る
こ
と
を
読
き
ま
す
。

一
に
如
来
蔵
と
は
、
（如
末
と
な
る
べ
き
性
が
）
煩
悩
の
中
に
蘊
ま
れ
て
そ
の
中
に
在
り
ま
す
。
そ
れ
故

に
如
末
蔵
と
名
づ
け
ま

ふ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
か
い
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　
ヽ
　
ヽ
　
　
ほ
つ
か
い

す
。
ま
た
営
然
末
た
る
べ
き
佛
果
を
含
ん
で
ゐ
ま
す
。
そ
れ
故
に
蔵
と
名
づ
け
ま
す
。
　

二
に
法
界
議
と
は
、
佛
の
さ
と
り
は
法
界

（萬
物
）
を
内
に
含
ん
で
あ
ま
ね
く
照
し
て
ゐ
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
ま
た
次
の
や
う
に
も
云
ひ
ま
す
。
―
―
法
界
蔵
と
は
、
永
遠
に
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三
一
四

憂
ら
な
い
法
そ
の
も
の
で
あ
る
、
―
―
と
。
　

三
に
法
身
蔵
と
は
、
法
身
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
徳
を
内
に
含
ん
で
ゐ
ま
す
。
そ
れ
故

に
法
身
蔵
と
名
づ
け
ま
す
。
　

四
に
出

世
間

上

上

蔵

（迷
ひ
の
世
界
を
離
れ
た
最
高
至
上
の
蔵
）
で
あ
り
ま
す
。
　

五
に
自

性

清

浮

可

（そ
れ
自
腱
の
性
が
清
浄
で
あ
る
蔵
）
で
あ
り
ま
す
。

最
初
の

一
つ

（如
末
蔵
）
と
最
後
の

一
つ

（自
性
清
浄
蔵
）
と
は
、
（煩
悩
に
）
覆
は
れ
て
隠
れ
て
ゐ
る
時
に
つ
い
て
の
名
稀
で
あ
り

ま
す
。
中
間
の
三
つ

（法
界
蔵
。
法
身
蔵

。
出
世
間
上
上
蔵
）
は
、
（煩
悩
を
離
れ
て
）
順
は
れ
た
時
に
つ
い
て
の
名
稀
で
あ
り
ま
す
。

隠
れ
て
ゐ
る
時
と
順
は
れ
て
ゐ
る
時
と
の
相
違
は
あ
り
ま
す
が
、
（五
種
類
の
蔵
は
）
印
ち
是
れ
は

一
證
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

牛
は
射
式
に
ガ
づ
ｒ
鶴
の
前
を
鉾
す
。

一
に
如
来
蔵
、
温
ま
れ
て
惑
の
内
に
在
り
、
故
に
蔵
と
名
づ
く
。
亦
営
果
を
含
む
、
故
に
蔵
と
名
づ
く
。
　

二
に
法
界

蘭
ヽ
計
は
く
彊
黙
は
離
獄
を
鋭
胤
デ
。
難
ガ
は
く
ヽ
き
れ
制
ぅ齢
ぅの
渥
雌
が
り
と
。　
武
に
滋
就
蕩
、
計
は
く
灘
就
は

萬
徳
を
含
む
、
故
に
蔵
と
名
づ
く
。
　

四
に
出
世
開

上

上
蔵
。
五
に
自

性

清

澤

蔵
な
り
。

前
の

一
と
後
の

一
と
は
隠
る
る
時
に
就
き
て
構
と
篤
す
。
中
の
三
は
願
は
る
る
時
に
就
き
て
構
を
篤
す
。
隠
と
顧
と
殊

経
典

世
奪
。

な
り
と
雖
も
、
印
ち
是
れ

一
證
な
り
。

（五
種
の
蔵
を
會
す
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
糎
典
現
代
語
課

如
末
蔵
ハ者
。
是
レ法

耀
鏡
。
妊
恭
前
は
ヽ
き
れ
灘
獄
藤
　
　
「世
奪
よ
。
如
末
蔵
と
は
、
灘
獄
藤
で
あ
り
ヽ
灘
就
面
で



界
蔵
ナ
リ
０
法
身
蔵
ナ
ツ
０
出
世

間

上
上
蔵
ナ
ι

自
性
清
浄

蔵
ナ
リ
０

に
つ
し
ん
そ
う
　
　
　
　
　
し
ゅ
つ
せ
け
ん
じ
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ゆ
つ
せ
け
ん
　
　
じ
よ
う
し
よ
う
そ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
し
よ
う
し
ょ
う
し
よ
う
ぞ
う

な
り
、
法
身
蔵
な
り
、
出
世
間
上
　
　
あ
り
、
出
世
間
の
上

上

蔵
で
あ
り
、
　
自

性

清

浄

蔵

量
ぅ所

な
り
、
ば
し出
一司
弓

藤
な
　
　
で
あ
り
ま
す
。」

ｈ
ソ

。

〔染
と
不
染
と
は
定
め
難
し
〕
（現
代
語
課
）

（
一
―
い
）

（勝
重
自
ら
読
く
中
の
）
第
二
に
、
此
の
自

性

清

澤
な
る
か
ら
以
下
は
、
（如
末
蔵
が
煩
悩
に
）
染
ま
る
か
、
染
ま
ら
な
い
か
は
、

定
め
難
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

客
塵
煩
悩
と
は
四
住
地

全
二
界
に
お
け
る
見
惑
と
三
つ
の
思
惑
）
か
ら
生
ず
る
煩
悩
を
謂
ひ
ま
す
。

じ
よ
う
ぼ
ん
の
う

上
煩
悩
と
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
敷
よ
り
も
多
い
枝
葉
の
煩
悩
を
謂
ひ
ま
す
。
　

こ
こ
で
言
は
う
と
し
て
ゐ
る
意
味
は
、
此
の
如

末
蔵
は
、
此
の
二
種
の
煩
悩
の
た
め
に
染
め
ら
れ
る
か
、
染
め
ら
れ
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
ど
ち
ら
か

一
方
に
定
め
て
知
る
こ
と

は
難
し
い
。
何
故
か
と
い
ふ
と
、
既
に
如
末
蔵
は
、
そ
れ
自
證
の
性
が
清
浄
で
あ
つ
て
、
ど
う
し
て
煩
悩
に
染
ま
る
と
言
ふ
こ
と
が

で
き
ま
せ
う
か
。
な
は
ま
た
、
如
末
蔵
は
煩
悩
の
中
に
在
る
の
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
煩
悩
に
染
ま
ら
な
い
と
言
ふ
こ
と
が
で
き
ま

せ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
不
思
議
の
如
来
の
境
界
な
り
と
云
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

雌
′げ
し腸
し潤
し瀦
な
る
律
り
喋
Ｗ
、
射
ゴ
に
短
と
下
期
と
の
趨
め
鰹
き
を
嚇
す
。　
馨
薗
縣
鵬
ど
は
計
は
く
鴎
ぽ
の
魔

弼
な
り
。　
■
屁
膨
ど
は
絆
は
く
団
洪
の
二
の
魔
鵬
な
り
。　
計
ふ
こ
こ
ろ
は
ぼ
の
妍
鷲
面
は
雌
の
魔
鵬
の
急
に
短
せ
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〓
一
一
六

ら
れ
、
短
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
赴
め
て
鯖
る
丁
き
こ
と
難
し
。
ぼ
と
な
れ
ば
鰤
ザ
療
に
ぜ
れ
げ
一町
離
「
料
が
り
ヽ
側
ぞ
期

と
計
ふ
を
行
ん
。
魯
ま
の
粥
に
稽
り
、
脱
ぞ
期
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
を
行
ん
。
配
に
稽
計
ぎ
′妊
な
ノ養
鷺
拌
と
だ
ふ
な
り
。

経
典

（ほ
赳
杯
靭
曖
）
　
　
　
　
紅
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
認

此
ノ自
性
清
浄
ナル如
末
蔵
６
　
　
此
の
自
―性
清
浄
な
る
如
末
蔵
は
、

「
そ
れ
自
値
の
性
が
清
浄
で
あ
る
此
の
如
末
蔵
は
、
清
浄

而
モ
客
塵
煩
悩
卜
上
煩
悩
卜

．　
　
耐
も
な
慶
爆
鵬
ど
墨
爆
悌
ど
に
短

所
”
ル
染
セ
不
思
議
′
如
末
′
境
　
　
せ
ら
る
る
不
思
議
の
如
来
の
境
界

界
ナ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
。

き
や
く
じ
ん
ぼ
ん
の
う
　
じ
よ
う
ぼ
ん
の
う

な
る
に
も
拘
ら
ず
客
塵
煩
悩
と
上
煩
悩
と
に
染
め
ら
れ
る

思
議
の
及
ば
な
い
如
末
の
境
地
で
あ
り
ま
す
。
」

〔
世
の
近
事
の
定
め
難
き
を
奉
げ
て
遠
理
に
況
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
１
０
）

（勝
重
自
ら
説
く
中
の
）
第
三
に
、
世
間
の
身
近
か
な
事
柄
に
お
い
て
も
、
（染

・
不
染
が
）
定
め
難
い
こ
と
を
取
り
學
げ
て
、
（如

末
蔵
の
染

・
不
染
が
定
め
難
い
と
い
ふ
）
深
遠
な
道
理
と
比
べ
合
せ
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
賞
法
道

（
一
切
の
事
象
を
責
性
的
に
と
ら
へ
る
見
方
）
か
ら
す
れ
ば
、
染
ま
る
こ
と
が
無
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
相
績
道

（
一
切
の
事
象
の
寅
饉
を
認
め
ず
、
生
滅
憂
化
す
る
も
の
と
見
る
見
方
）
か
ら
す
れ
ば
、
染
ま
る
こ
と
が
有
る
こ
と
を

説
明
し
ま
す
。

疑
間
を
提
示
し
て
云
ひ
ま
す
。
何
を
以
て
か

（染

・
不
染
が
定
め
難
い
こ
と
が
）
知
り
難
い
の
で
せ
う
か
、
と
。



（第

一
に
、

責
法
道
か
ら
す
れ
ば
、　
煩
悩
に
染
ま
ら
な
い
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
）

刹
那
の
善
心
は
煩
悩
の
所
染
に
非
ず
と
は
、

賓
法
道
か
ら
す
れ
ば
、
（刹
那
の
）
善
心
は
先
に
沿
滅
し
て
、
煩
悩
は
そ
の
後
に
生
じ
ま
す
。
既
に

（善
心
は
沿
滅
し
て
ゐ
る
の
で
、

善
心
と
煩
悩
と
は
）
お
互
ひ
に
係
り
合
ひ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て

（善
心
が
煩
悩
に
）
染
ま
る
と
い
ふ
こ
と
が
あ
り
得
ま
せ
う

か
。
　

雑
絆
の
ァ
割
覗
も
対
既
側
の
蹴
期
に
撹
ず
と
は
、
（刹
那
の
）
不
善
心
が
起
る
の
は
、　
こ
れ
は
印
ち
煩
悩
で
あ
り
ま
す
。

ど

う
し
て
別
の
煩
悩
が
更
に
起
つ
て
き
て
煩
悩
と
煩
悩
と
が
互
ひ
に
染
め
合
ふ
と
い
ふ
こ
と
が
ぁ
り
得
ま
せ
う
か
。
　

煩
悩
は
心
に
鯛

れ
ず
、
心
は
煩
悩
に
鯛
れ
ず
と
は
、
こ
の
中
の

「
鯛
れ
る
」
は

「
及
ぶ
」
（係
り
合
ふ
）
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
す
。
煩
悩
自
證
が
治

滅
し
て
、
そ
の
後
に
生
ず
る
心
と
は
係
り
合
ひ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
心
も
ま
た
煩
悩
に
係
り
合
ひ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
既
に

（心
と
煩
悩

と
が
）
お
互
ひ
に
係
り
合
ひ
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
結
局
ど
う
し
て

（心
が
煩
悩
に
）
染
ま
る
こ
と
が
あ
り
得
ま
せ
う
か
。

第
二
に
、　
相
績
道
か
ら
す
れ
ば
、

（心
が
煩
悩
に
）
染
ま
る
こ
と
が
有
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

然
も
煩
悩
有
り
、
煩
悩
心
を

染
す
る
こ
と
有
り
と
は
、
相
績
道
か
ら
す
れ
ば
、
２

切
の
事
象
は
因
果
の
相
績
に
よ
つ
て
生
ず
る
存
在
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
）
そ
こ

で
は
俄
に

（心
が
煩
悩
に
）
染
ま
る
こ
と
が
有
る
と
言
ひ
ま
す
。
そ
れ
は
、
前
の
善
心
が
治
滅
し
な
い
で
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
後
に

生
ず
る
悪
心
に
韓
化
す
る
故
に
、
後
の
悪
心
が
前
の
善
心
を
染
め
る
と
い
ふ
道
理
が
あ
る
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

（何
を
以
て
の
故
に
か
ら
以
下
の
経
典
が
言
は
う
と

し
て
ゐ
る
）
意
味
は
、
世
間
の
身
近
な
事
柄
の

（
心
が
煩
悩
に
）
染
ま
る
か
、

染
ま
ら
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
さ

へ
、
こ
の
や
う
に
定
め
る
こ
と
が
難
し
い
、
ま
し
て
や
佛
性

（如
末
蔵
）
の
深
遠
な
道
理
に
つ
い
て
は
、

ど
う
し
て
染

・
不
染
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
う
か
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

正
説
　
第
十
三

。
自
性
清
浄
章
　
　
　
一二
一
七



三

一
八

（訓
讀
文
）

耐
，馳
，
盤
二行
り
喋
Ｗ
ヽ
孵
〓
に
ど
の
覇
事
の
尋
め
靭
き
を
響
げ
て
畿
ｒ
に
激
ず
る
こ
と
を
ぼ
す
。

ち
二
有
り
。

就
に
詳
き
てす蝶

孵
コち
に
箆
河
湖
の
軋
に
は
期
鯖
き
を
嚇
す
。

孵
ｒ
に
構
躍
湖
の
韓
に
は
期
秒
る
を
嚇
す
。

慇
げ
て
ｒ
は
く
。
蝶
を
馳
て
か
炒
り
螺
き
や
。

疵
絆
ノ謝
鏡

撹^
メ厨
熾
′耐
期
一と
は
、
鶴
蒲
達
の
軽
に
は
議
砒
は
面
に
瀧
し
魔
鵬
は
観
に
曇
す
。
簾
に
構
財
ば
ず
。ぃ蒙

ん
ぞ
期
が
る
を
待
ん
。
　
泄
絆
′稽
割
鏡
モ翼
撹
メ鷹
鵬
′蹴
期
一と
は
、
村
割
鋭
の
ぼ
る
は
蝋
ザ
き
れ
鷹
鵬
な
り
。
蝶
の

庸
鵬
村
り
て
か
甦
に
対
た
り
て
構
期
せ
ん
や
。
　
魔
鵬

イ^
ン貯
”
戯
ら

覗

ダ^
レ貯
ル鰯
鵬
一と
は
、
け
れ
る
は
理
麟
ぶ
が

ご
と
し
。
席
熾
齢
ゲ
灘
し
て
盤
の
砒
に
財
ば
ず
。
覗
も
蒸
魔
鵬
に
貯
れ
ず
。
簾
に
枇
財
ば
ざ
れ
ば
、
荒
に
性
の
知
す
る

こ
と
か
有
ら
ん
。

新
ゴ
に
絣
藤
澤
の
就
に
期
が
る
を
嚇
す
。
　
恐
一が
つ厭
鵬
・。
が
「鷹
鵬
期
らル「枇
フ
と
は
ヽ
構
藤
遅
の
燃
に
配
に
対
秒
り

と
絆
づ
く
。
証
の
割
崚
虎
せ
ざ
る
に
、
朝
じ
て
観
の
腱
と
が
る
を
瞬
て
、
腱
、
耐
を
紹
す
る
の
デ
粋
り
と
計
ふ
。

計
ふ
こ
こ
ろ
は
ビ
配
の
覇
事
の
期
と
下
期
と
す
ら
ば
の
妊
く
群
め
難
し
、
温
ん
や
鷹
置
が
飛
撃
な
る
散
尋
ん
で
鰍
る
丁

け
ん
や
。



組
典
⌒雛抑
晰
奪わ駐
め灘
贅
）

何
フ
以
，
′故
二〇

刹
那
ノ
善
心
＾
非
メ
煩
悩
′
所

染
一。
刹
那
ノ
不
善
心
モ亦
非
メ

煩
悩
′
所
染
一。
煩
悩
＾
不
／

燭
”
心
〓

心
ハ不

レ
鯛
ン煩
悩
一。

云
何
′
不
”
鯛
レ
法
；
而
モ
能
タ

得
”
染
降
ルフ
心
，。

世
阜
。
然
モ有
コ
煩
悩
一。
有
コ

煩
悩
染
ら
ル「
心
フ。〔

明
を
佛
に
推
す
〕
（現
代
語
詳
）

（
一
―
四
）

（勝
重
自
ら
説
く
中
の
）
第
四
に
、
自

性

清

浄
な
る
か
ら
以
下
は
、
（如
末
蔵
が
煩
悩
に
染
ま
る
か
、
染
ま
ら
な
い
か
が
定
め
難

い
こ
と
を
）
明
ら
か
に
す
る
に
つ
い
て
は
、
佛
に
ゆ
だ
ね
ま
す
。
経
典
を
御
覧
な
さ
い
。正

説
　
第
十
三
。
自
性
清
浄
章
　
　
　
一二
一
九

経
典
訓
讀
文

何
を
以
て
の
故
に
。

祀
府
の
割
覗
は
ぼ
鵬
の
臓
期
に
飛

ず
。
刹
那
の
不
善
心
も
亦
煩
悩
の

尻
期
に
対
ず
。
既
側
は
覗
に
貯
れ

ず
。
心
は
煩
悩
に
鯛
れ
ず
。
云
何

ぞ
鯛
れ
ざ
る
法
に
し
て
而
も
能
く

心
を
染
す
る
こ
と
を
得
ん
。

世
奪
。
然
も
煩
悩
有
り
、
煩
悩
心

を
染
す
る
こ
と
有
り
。

経
典
現
代
語
課

「
何
故

（染

・
不
染
の
定
め
難
い
こ
と
が
知
り
難
い
の
）
で

せ
う
か
。
」

「
利
那
に
起
る
善
心
は
煩
悩
に
染
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
　
刹
那

に
起
る
不
善
心
も
ま
た
煩
悩
に
染
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
煩
悩

は
心
に
係
り
合
ひ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
心
は
煩
悩
に
係
り
合

ひ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
係
り
合
ひ
が
無
い
法
で
あ
つ
て
、
ど

う
し
て

（煩
悩
が
）
心
を
染
め
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
う

か
。
」

「
世
箪
よ
。

そ
れ
で
も
煩
悩
が
あ
り
、　
煩
悩
が
心
を
染
め

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
」



〓
三
〇

（訓
讀
文
）

げ
耐
ヨ
弓
潟
夕
管
り
魔
Ｗ
ヽ
孵
町
に
嚇
″
催
に
僣
す
。
貯
つ
亨
し
。

経
典

（明
を
佛
に
推
す
）
　
　
　
　
紅
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

自
性
清
浄
ナ
ル
心
而
モ有
”
「
ハ染
　
　
自

性

清

浄
な
る
心
而
も
染
有
る

　

「
そ
れ
自
腱
の
性
が
染
ま
る
こ
と

の
な

い
清
浄
な
心
で
あ

者
。
難
”
可
一
「
了
知

・ス。
唯
佛
　
　
ン」
と
は
、
了
知
す
可
き
こ
と
難
し
。
　

つ
て
、
し
か
も
煩
悩
に
染
ま
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
、
は

世
葦
ノ
ー寅
眼
夕
，
。
賓
智
タ
リ
。
　
　
唯
佛
世
奪
の
み
責
眼
た
り
、
賞
智
　
　
つ
き
り
知
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
佛

馬
コ
法
ノ
根
本
一。
篤
っ
通
達
ノ　
　
た
り
ヽ
法
の
根
本
篤
り
、
通
達
の
　
　
世
筆
だ
け
が
員
賞
の
眼
を
も
ち
、
員
賓
の
智
慧
を
も
ち
、

法
・。
篤
コ
正
法
ノ
依

・。
如
″
賓
ノ　
　
法
篤
り
、
正
法
の
依
馬
り
、
賓
の
　
　
佛
法
の
根
本
で
あ
り
、　
一
切
に
通
達
す
る
法
で
あ
り
、
正

知
見
ッ玉
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
く
知
見
し
た
ま
ふ
。
　
　
　
　
　
　
法
の
依
嬢
で
あ
り
、
員
賞
そ
の
ま
ま
に
知
見
さ
れ
ま
す
。
」

〔
研
究
〕

○
　
「
明
を
佛
に
推
す
」
に
つ
い
て

「
明
を
佛
に
推
す
」
と
は
、
如
末
蔵
が
煩
悩
に
染
め
ら
れ
る
か
、
染
め
ら
れ
な
い
か
を
決
め
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
こ

の
決
め
が
た
い
こ
と
を
佛
に
明
ら
か
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
申
し
上
げ
て
、
佛
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
如
末
蔵

は
、
組
典
に
は
、
「
是
れ
法
界
蔵
な
り
、
法
身
蔵
な
り
、
出
世
間
上
上
蔵
な
り
、
自
性
清
浄
蔵
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
印
ち
、

如
末
蔵
は
、
そ
れ
自
證
が
本
末
他
に
染
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
清
浄
の
蔵
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
種
々
読
い
て
ゐ
る
の
で
あ



り
ま
す
。
と
こ
ろ
が

一
方
、　
経
典
は
ま
た
、

「
此
の
自
性
清
浄
な
る
如
来
蔵
は
、
客

塵

煩
悩
と
上
煩
悩
と
に
染
せ
ら
る
」
と

述
べ
て
を
り
ま
す
。
如
末
蔵
は
煩
悩
に
染
め
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。　
一
方
で
は
清
浄
で
あ
る
と
言
ひ
、　
一
方
で
は
煩
悩

に
染
め
ら
れ
る
と
言
ふ
の
で
は
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
論
理
的
矛
盾
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
経
典
は
自
性
清
浄
な
る
心
而
も
染

有
る
こ
と
は
、
了
知
す
べ
き
こ
と
難
し
と
し
て
ヽ
た
だ
佛
世
奪
だ
け
が
責
の
如
く
知
見
し
た
ま
ふ
と
、
す
べ
て
を
佛
世
奪
に

ゆ
だ
ね
る
と
い
ふ
や
う
に
展
開
さ
せ
て
ゆ
き
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
太
子
は

「
明
を
佛
に
推
す
」
と
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
り

ま
す
。

話
は
や
や
そ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
佛
教
に

「
因
明
」
と
い
ふ
學
間
が
あ
り
ま
す
。
今
で
い
ふ
論
理
學
で
す
。
大
證

イ
ン
ド
人
は
論
理
が
好
き
な
の
で
せ
う
か
、
こ
の
因
明
の
學
は
、
繹
奪
滅
後
、
と
く
に
部
派
佛
教
時
代

（
い
は
ゆ
る
小
乗
佛

教
時
代
）
に
非
常
に
精
緻
と
な
り
、
厖
大
な
論
理
を
構
築
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、
論
理
が
精
緻
と
な
り
、
厖
大
と
な
る
に

従
つ
て
、
樺
奪
の
教

へ
は
ま
す
ま
す
現
賓
か
ら
遊
離
し
、
た
だ
観
念
の
遊
戯
と
化
し
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
改
革
し
よ
う
と

し
た
動
き
が
大
乗
佛
教
運
動
で
あ
つ
た
と
言

へ
ま
す
。

今
、
『
勝
重
経
』
の
こ
の
部
分
を
讀
ん
で
い
く
と
、
こ
の
僅
か
な
部
分
に
、
佛
教
が
小
乗
か
ら
大
乗

へ
と
展
開
し
て
い
く

縮
固
を
見
る
思
ひ
が
し
ま
す
。
印
ち
、
如
末
蔵
の

「
染

・
不
染
を
明
す
」
た
め
に
、　
一
應
は
論
理
的
、
哲
學
的
に
追
求
し
て

み
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
了
知
す
べ
き
こ
と
難
し
と
し
て
、
佛
世
算
に
ゆ
だ
ね
る
の
で
す
が
、
も
し
、
こ
れ
が
小
乗
的

に
展
開
す
る
な
ら
ば
、
了
知
す
べ
き
こ
と
難
し
な
ど
と
は
言
は
な
い
で
、
あ
く
ま
で
も
論
理
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
せ
う
。
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一一一一
一二

し
か
し
結
果
的
に
は
、
そ
れ
で
何
の
解
決
も
み
る
こ
と
は
な
い
で
せ
う
。
大
饉
、
人
生
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
論
理
的
に
解

決
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
を
か
し
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
れ
に
封
し
て
、

『
勝
重
経
』
は
、　
そ
の
や
う
な
論
理
的
追
求
を
や
め

て
佛
世
奪
に
信
順
す
る
方
向

へ
と
進
ん
で
い
き
ま
す
。
佛
教
が
哲
學
か
ら
宗
教
へ
、
論
理
か
ら
信

へ
と
展
開
し
て
い
つ
た
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
が
最
も
端
的
に
そ
れ
を
示
し
て
ゐ
る
と
言
へ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
太
子
は
、
こ
の

「
自
性
清
浄
章
」
を
読
か
れ
る
に
営
つ
て
、
こ
れ
以
前
の
章
と
同
様
に
、
章
の
初
め
に
、
こ
の

章
の

「
末
意
」
を
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
ま
づ
次
の
や
う
な
疑
間
を
出
し
て
を
ら
れ
ま
す
。

″
こ
の
如
末
蔵
は
煩
悩
の
中
に
在
る
の
だ
と
言
ひ
な
が
ら
、

煩
悩
の
中
に
在
る
ま
ま
で
、　
衆
生
の
依
攘
す
る
と
こ
ろ
に
な

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
如
末
蔵
は
、
必
ず
生
死
の
迷
ひ
に
染
め
ら
れ
る
か
ら
、
ど
ん
な
奪
さ
が
あ
つ
て
、
衆

生
の
依
擦
す
る
と
こ
ろ
に
な
る
の
で
あ
る
か
、
も
し
ま
た
、
如
末
蔵
が
生
死
の
迷
ひ
に
染
め
ら
れ
な
い
と
言
ふ
な
ら
ば
、

す
で
に
如
末
蔵
と
生
死
の
迷
ひ
と
は
無
関
係
な
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
衆
生
に
と
つ
て
依
擦
す
る
と
こ

ろ
に
な
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

″

と
自
問
さ
れ
、
そ
れ
に
封
し
直
ち
に
自
答
さ
れ
て
、

″
こ
の
如
末
蔵
は
、
そ
れ
自
證
の
性
が
清

料
ぅ

で
あ
つ
て
ヽ
煩
悩

の
中
に
あ
つ
て
も
生
死
の
迷
ひ
の
た
め
に
染
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
い
、
た
だ
生
死
の
迷
ひ
の
中
に
覆
ひ
隠
さ
れ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

″

と
い
ふ
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
、
こ
の
章
の
末
意
で
あ
る
と
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。
責
に
簡
明
で
あ
り
ま
す
。
論
理
的
に



矛
盾
す
る
如
爽
蔵
の
染

・
不
染
の
問
題
を
、
い
か
に
哲
學
的
、
論
理
的
に
説
明
し
て
み
て
も
、
所
詮
そ
れ
は
、
観
念
の
遊
び

け

　
る
ん

に
過
ぎ
な
い
で
せ
う
。
そ
れ
は
佛
教
で
い
ふ

「
無
記
」
郎
ち
、
問
題
と
し
て
論
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
「
戯
論
」

で
あ
り
ま
す
。
太
子
は
、
初
め
か
ら
こ
の
や
う
な
こ
と
に
開
は
り
を
持
た
う
と
は
な
さ
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
人
生
に

封
す
る
取
り
組
み
方
が
切
賓
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
人
生
に
密
着
し
た
ご
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
は
れ
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（梶
村
　
昇
）

〔如
来
の
述

成

〕
（現
代
語
詳
）

公
し

自

性

清

浄
章
の
中
の
第
二
に
、
勝
菫
夫
人
か
ら
以
下
は
、
（勝
童
の
読
く
と
こ
ろ
を
）
如
末
が
述
べ
て
承
認
さ
れ
ま
す
。
　

そ

の
中
に
つ
い
て
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
直
ち
に
、
勝
重
の
以
上
の
所
説
は
、
そ
の
通
り
で
、
し
か
も

（如
末
蔵
が
煩
悩
に
染
ま
る
か
、
染
ま
ら
な
い
か
は
）
定

め
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
、
如
末
が
述
べ
ま
す
。

第
二
に
、
是
の
如
き
の
二
法
は
か
ら
以
下
は
、
此
の
定
め
る
こ
と
の
難
し
い
道
理
を
、
心
か
ら
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
人
を
示
し

ま
す
。

（訓
讀
文
）

勝

菫
夫
人
従
り
以
下
、
章
の
中
の
第
二
の
如
末
の
述

成

な
り
。
　

中
に
就
き
て
二
有
り
。

正
説
　
第
十
三
。
自
性
清
浄
章
　
　
　
一壬
〓
二



三
二
四

孵
↓
に
蔭
ち
に
難
の
二
の
尻
議
は
叫
ザ
な
も
尋
む
予
き
こ
と
韓
き
を
意
ぶ
。

射
ｒ
に
妊
いノば
４
一湖
行^
り
喋
プ
ヽ
静
く
ば
の
起
め
鯉
き
の
プ
を
ほ
ず
る
だ
を
雌
す
。

〔染

・
不
染
の
定
む
可
き
こ
と
難
き
を
述
ぶ
〕
（現
代
語
詳
）

公
一１
０
）

（如
末
の
述
成
の
第

一
に
、
直
ち
に
染

・
不
染
の
定
め
難
い
こ
と
を
述
べ
ま
す
。
）

自

倒
し

湖
じ秘

な
る
心
、
而
も
染
汚
有
る
は
了
知
す
可
き
こ
と
難
し
と
は
、　
そ
の
意
味
は
、　
如
末
蔵
が
煩
悩
の
た
め
に
染
め
ら
れ

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
は
つ
き
り
知
る
こ
と
が
難
し
い
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

ゴ
ガ
の
貿
鷺
す
丁
き
こ
と
盤
き
も
の
を
り
と
は
、

二
法
と
は
、
如
来
蔵
の
道
理
と
世
間
の
近
事
と
の
二
つ
を
謂
ひ
ま
す
。
　

謂
は
く
自

性

清

浄
心
了
知
す
可
き
こ
と
難
し
と
は
、
そ

の
意
味
は
、
如
末
蔵
の
道
理
が
染
ま
る
か
、
染
ま
ら
な
い
か
は
、
は
つ
き
り
知
る
こ
と
は
難
し
い
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
　

彼

の
心
、
煩
悩
の
目
に
染
せ
ら
る
る
こ
と
も
亦
了
知
し
難
し
と
は
、
世
間
の
近
事
の
染

・
不
染
も
ま
た
知
る
こ
と
が
難
し
い
と
謂
ふ
の

で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
勝
重
夫
人
は
自
分
自
身
で
は

（染

・
不
染
を
）
定
め
て
説
く
こ
と
が
難
し
い
の
で
、
（染

・
不
染
を
）
明
ら
か
に
す

る
に
つ
い
て
は
、
佛
の
智
慧
に
ゆ
だ
ね
ま
す
。
そ
し
て
佛
も
ま
た
、
更
に
そ
の
勝
重
の
言
葉

（了
知
す
可
き
こ
と
難
し
）
を
述
べ
る
だ

け
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。　
一
つ
に
は
世
間
の
近
事
の
中
に
お
い
て
論
ず
る
と
、
ま
た
染
ま
る
や
う
に

見
え
ま
す
。
二
つ
に
は
如
末
蔵
の
道
理
の
中
に
お
い
て
談
ず
る
と
、
ま
た
染
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
佛
も
更
に
そ



の
言
葉
を
述
べ
る
の
み
な
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

針
継
蹴
弓
乱
夕
雌
。ろ
耐
モ秒
穀
期
が
一盤
”
予
封「貿
鍵
・スと
は
ヽ
計
ふ
こ
こ
ろ
は
面
、
魔
鵬
の
篤
に
短
せ
ら
る
る
と
い
ふ
こ

と
製
妃
す
ず
き
こ
と
難
し
。
　
一
珠
一湖
′盤
叶モノず
卦「引
鷺
・スと
は
ヽ
ゴ
湖
と
は
絆
は
く
所
の
型
と
ど
の
妻
と
な
り
。

識
夕げ
し傷
離

黙
っ枇
韓
”
ｗ
封「耐
鳩
・スと
は
ヽ
計
ふ
こ
こ
ろ
は
前
の
Ｔ
の
期
。
対
刺
は
好
る
ず
き
こ
と
難
し
。
　
従
′晨
％

就
一魔
鵬
・ノ貯
”
ル
マ
モ期
セ癬
騨
ン引
鳩
）と
は
ヽ
計
は
く
世
の
響
の
期
・
狩
期
は
好
る
丁
き
こ
と
難
し
。

帰
る
に
腸
ぅ観
齢
から
尋
め
計
く
こ
と
難
し
。
躍
に
嚇
グ
産
に
世
す
。
融
し
て
能
も
対
甦
に
難
の
訂
を
避
べ
た
ま
ふ
配
な

る
こ
と
は
、
二
の
意
有
り
。　
一
に
は
事
の
中
に
論
を
作
す
、
亦
染
す
る
に
似
た
り
。
二
に
は
理
の
中
に
談
を
作
さ
ば
、

だ
期
せ
ざ
る
な
り
。
デ
貯
に
甦
に
対
の
計
を
意
ぶ
る
配
な
り
。

経
典
（諫
こ．
パ
靭
わ
雄
油
劇
）

勝
重
夫
人
読
ン
是
′
難
解
ノ
之

法
・ヮ問
竜
ル於
佛
一時
。
佛
印
チ

随
喜
ッ玉
Ь

如
”
是
ノ如
”
是
ノ０

自
性
清
浄
ナ
ル
心
。
而
モ
有
ン
ハ

染
汚
・難
”
可
卦
「
了
知
・ス。
有
コ

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
組
典
現
代
語
課

勝
重
夫
人
是
の
難
解
の
法
を
読
き
　
　
勝
重
夫
人
が
こ
の
解
し
難
い
法
を
読
い
て
、
佛
に
お
尋
ね

て
佛
に
問
ひ
た
て
ま
つ
る
時
、
佛
　
　
申
し
あ
げ
た
時
に
、
佛
は
印
ち
大
層
お
喜
び
に
な
つ
て
、

印
ち
随
喜
し
た
ま
ひ
、
是
の
如
く
　
　
「
そ
の
通
り
で
あ
る
、　
そ
の
通
り
で
あ
る
。

自
性
清
浄
な

是
の
如
し
。
自

性

清

浄
な
る
心
、
　

る
心
は
、
（清
浄
で
あ

つ
て
）
し
か
も
汚
染
が
あ
る
の
は

而
も
染
汚
有
る
は
了
知
す
可
き
こ
　
　
は
つ
き
り
知
る
こ
と

は
難
し

い
。
（如
末
蔵
の
道
理
と
世

正
説
　
第
十
三
・
自
性
清
浄
章
　
　
　
一壬
一五



〓
〓
一エハ

か
ヽ

　
　
　
に
　
は
う
　
　
り
よ
う
ち
　
　
ベ

ニ
法
ノ
難
”
モ′
可
卦
「
了
知
・ス。
　
　
と
難
し
。
二
法
の
了
知
す
可
き
こ
　
　
閲
の
近
事
と
の
）
二
つ
の
法
を
は
つ
き
り
知
る
こ
と
は
難

謂
′
自
性
清
浄
心
難
″
可
卦
「了
　
　
と
難
き
も
の
有
り
。
謂
は
く
自
性
　
　
し
い
。
そ
こ
で
、
自
性
清
浄
心
と
い
ふ
も
の
は
、
は
つ
き

知
・ス。

彼
′
心
。

篤
ニニ
煩
悩
・ノ　
　
清

浄

心
了
知
す
可
き
こ
と
難
し
。
　

り
知
る
こ
と
は
難
し
い
と
謂
ふ
。
そ
の
心
が
煩
悩
の
た
め

所
”
ル
マ
モ染
セ０
亦
難
ン了
知
″。
　

彼
の
心
、
煩
悩
の
篤
に
染
せ
ら
る
　
　
に
汚
染
さ
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
は
つ
き
り
知
る
こ
と
は
難

る
こ
と
も
、
亦
了
知
し
難
し
。
　
　
　
し
い
。
」

〔定
め
難
き
理
を
信
ず
る
人
を
出
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
）

（如
末
の
述

成

の
）
第
二
に
、
是
の
如
き
の
二
法
は
か
ら
以
下
、
此
の

（如
末
蔵
の
染

・
不
染
を
）
定
め
る
こ
と
が
難
し
い
道

理
を
、
心
か
ら
信
じ
る
こ
と
の
で
き
る
人
を
示
し
ま
す
。
前
に
は
勝
髪
夫
人
が
既
に

「
定
め
難
し
」
と
言
ひ
、
此
の
箇
所
で
は
如
末

も
ま
た

「
定
め
難
し
」
と
述
べ
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
信
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
接
り
ど
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
、
能
信
の
人

↑
」
の
道
理
を
心
か
ら
信
じ
る
こ
と
の
で
き
る
人
）
を
拳
げ
て
、
信
じ
て
疑
ふ
な
、
と
勘
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　

そ
の
中
に
つ
い
て
三
つ

あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
佛
法
に
つ
い
て
深
い
理
解
を
も
つ
者
は
能
く
信
じ
、
諸
々
の
凡
夫
は
信
じ
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
、
絶
括
し
て
説
明

し
ま
す
。

第
二
に
、
若
し
我
が
弟
子
の
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
能
信
の
人
を
示
し
ま
す
。
印
ち
信
忍

（佛
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
安
住
し
心



を
動
か
さ
な
い
こ
と
）
の
菩
薩
と
、
順
忍

（員
理
に
随
順
し
て
安
住
し
心
を
動
か
さ
な
い
こ
と
）
の
菩
薩
と
の
二
種
の
菩
薩
で
あ
り
ま

す
。

第
三
に
、
此
の
五
種
の
巧
便
の
か
ら
以
下
は
、
能
信
の
人
が
ゐ
る
、
そ
の
結
び
の
説
明
を
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

妊
い
ノ慰
４
一湖

行^
リ
ソ
ず
ヽ
新
ゴ
に
げ
く
ば
の
赴
め
颯
き
の
プ
を
犠
ず
る
だ
を
雌
す
。
二
に
は
麟
黎
嚇
ぽ
尋
め
鯉
し
と

言
ひ
、
雌
に
は
妍
鷲
蒸
爆
め
製
し
と
認
が
。
醐
ザ
儀
を
鮮
す
に
ぼ
る
鯖
し
。
デ
曖
に
解
蔵
の
だ
を
雪
げ
て
儲
じ
て
慇
♂

難
れ
と
削
む
。
　
輯
に
詳
き
て
武
を
り
。

新
式
に
続
じ
て
瀦
ぽ
の
親
は
静
く
儲
じ

もヽ識
が
店
は
任
じ
鯉
き
こ
と
を
嚇
す
。

新
ゴ
に
か
シ計
ガが
テ
ノ征
リ
ソ
ず
ヽ
藤
し
く
留
蔵
の
だ
を
雌
す
。
臨
ザ
き
れ
犠

。
願
霊
社
の
ぎ
」
な
り
。

孵
載
に
雌
′ｒ
乱
ノ可
偲
ろ律
り
卵
Ｗ
ヽ
超
儲
粋
る
を
組
す
。

〔刑
Ｆ
の
趣
は
能
く
信
じ
鷹
は
信
じ
難
し
〕
公
一１
０１
日
）
⌒な一Ｍ調
漸
起
朴̈ま汰
行
の『嗜
鸞
）無孵
嘲燿
吟
躊
）

経
典
（畔鵬
詰̈
漿靴
Ⅸ信

如
吟
′
是
ノ
一
一
法

。^　
汝
卜
及
‘

成
二就
セ
ル大
法
・フ菩
薩

・
摩
訂

経
典
訓
讀
文

段
の
妊
き
の
ゴ
湖
は
、
灘
ど
財
び

ぶ
湖
を
雌
就
ず
る
ぎ
薩
。
摩
誡
薩

経
典
現
代
語
課

「
是
の
や
う
な
二
つ
の
法
は
、
お
前
（勝
菫
夫
人
）
と
大
乗

の
佛
法
を
成
就
し
た
菩
薩
と
摩
訂
薩
と
だ
け
が
、
よ
く
聴

正
説
　
第
十
三
。
自
性
清
浄
章
　
　
　
一≡
一七



薩
ト
ノふ

乃
チ能
夕
聴
受
ス。
諸

餘
′聾
聞

唯^
信
〓
ル
て
佛
語
一。

と
の
み
、
乃
ち
能
く
聴
受
す
。
諸

餘
の
馨
聞
は
唯
佛
語
を
信
ず
る
の

み
。

三
二
八

い
て
自
ら
の
信
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
の
諸

々

の
馨
聞

（
二
乗
）
た
ち
は
、
た
だ
佛
の
語
る
言
葉
を
そ
の

ま
ま
信
じ
る
だ
け
で
あ
る
。
」

〔
能
信
の
人
を
出
す
〕
（現
代
語
辞
）

（二
１
０
上
国
）

（定
め
難
き
理
を
信
ず
る
人
を
出
す
中
の
）
第
二
に
、
正
し
く

（能
信
の
人
を
）
示
す
中
に
つ
い
て
、
印
ち
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
直
ち
に

（信

・
順
）
二
忍
の
章
門
を
示
し
ま
す
。

第
二
に
、
法
智
に
随
順
す
と
は
か
ら
以
下
は
、
順
忍
に
つ
い
て
澤
き
明
し
ま
す
。

（訓
語
文
）

射
ｒ
の
理
し
く
雌
す
軸
に
歯
き
て
叫
ザ
ゴ
粋
り
。

第

一
に
直
ち
に
二
忍
章
門
を
出
す
。

孵
ｒ
に
ぼ
島
十
湖^
攣
一者
管
り
丼
Ｗ
、
厩
礎
を
機
ず
。

〔ゴ
奮
載
Ｒ
″
雌
す
〕
（現
代
語
詳
）

（二
１
０
上
国
１
１
）

（能
信
の
人
を
出
す
中
の
第

一
に
、
二
忍
章
門
を
示
し
ま
す
。
）



か
し
計
が
が
子
の
蹴
プ
て
儲
じ
儲
壻
量
プ
る
趣
と
と
は
、
儲
と
は
ヽ
信
忍
の
菩
薩
の
章
門
で
あ
り
ま
す
。
働
壻
量
ど
は
ヽ
難
齢
γ
）

の
信
を
謂
ひ
ま
す
。
こ
れ
は
信
の
中
の
上
位
の
信
で
あ
り
ま
す
。
　
明

信
に
依
り
巳
に
法
智
に
随
順
す
る
ひ
と
と
は
、
而
も
究
尭
す

る
を
得
ん
と
は
、
順
忍
の
菩
薩
の
章
門
で
あ
り
ま
す
。
　

し
か
し
、
こ
こ
は
た
だ
順
忍
の
菩
薩
の
章
門
だ
け
で
は
な
い
か
と

い
ふ
疑

間
が
あ
り
ま
す
。
（と
い
ふ
の
は
、
信
忍
の
菩
薩
の
章
門
と
思
は
れ
た
）
随
つ
て
信
じ
信
増
上

と
は
、
た
だ
こ
れ
は
順
忍
の
菩
薩
を

生
み
出
す
本
を
學
げ
て
ゐ
る
の
だ
と
も
考

へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

（１
）
登
住
　
菩
薩
五
十
二
位
の
階
位
の
中
で
、
最
初
の
十
信
を
過
ぎ
た
十
住
の
位
に
入
つ
た
と
こ
ろ
を

「登
住
」
と
い
ふ
。
但

し
、
花
山
信
勝
博
士
は
聖
位
で
あ
る
初
地
に
お
い
て
得
る
信
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
と
説
い
て
を
ら
れ
る
。

（訓
讀
文
）

粋
シ＃
ノが
テ
′際
ダ
儲
ジ働
暉
＝
夕
饗
卜と
は
働ヽ
と
は
仕
続
載
醜
な
り
。
働
覇
量
ど
は
計
は
く
壁
齢
が
働
な
り
。
融
の
囃

の
量
が
り
。　
だ
つ昧
儲
も瞑
二囲
車蹴
分
ゃ
人
湖
攣
一。
耐
そ學
ン祭
期
・スルフと
は
ヽ
厩
鶴̈
誌
醜
な
り
。　
融
る
に
興
ず
ら

く
は
、
只
是
れ
順

忍

章

職
の
み
な
ら
ん
。
随
ッ
チ
信
ジ
信
増
上
と
は
、
只
是
れ
順
の
本
を
學
ぐ
る
な
り
。

経
典
公
一忍
章
門
を
出
す
）
　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
認

若
ッ我
ガ
弟
子
′
随
，
信
，
信
檜
　
　
若
し
我
が
弟
子
の
随
つ
て
信
じ
信

　

「
も
し
我
が
弟
子
の
中
の
、

随
つ
て
信
じ
、　
そ
の
信
が
増

上
ス
ル者
卜
。
依
『
明
信
一已
二随

二　
　
檜
上
す
る
者
と
、
明
信
に
依
り
己
　
　
長
す
る
者
と
、
明
ら
か
な
信
に
依
つ
て
す
で
に
法
の
智
慧

順
ス
ル
ー
よ
法
智
一。
而
モ
得
ン　
　
に
耐
響
に
ぼ
疇
す
る
ひ
と
と
は
、
　

　

に
随
順
す
る
理
と
は
、
し
か
も
究
寛
に
達
す
る
こ
と
が
で

正
読
　
第
十
三
。
自
性
清
浄
章
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〓
三
〇

究
寛
・スル
る

し
か
　
　
く
き
よ
う
　
　
　
　
　
　
え

而
も
究
寛
す
る
を
得
ん
。

き
る
で
あ
ら
う
。
」

〔順
忍
を
羅
す
〕
（現
代
語
詳
）

公
一１
０
上
国
１
２
）

（能
信
の
人
を
出
す
中
の
）
第
二
に
、
澤
き
明
し
ま
す
。
唯
順
忍
だ
け
を
澤
き
明
し
ま
す
。
　

第

一
の
観
察
の
施
設
せ
る
根
を
観

察
す
と
は
、
五
根

（眼
・耳
。鼻
・舌
。身
の
五
つ
の
感
覺
器
官
）
を
俣
の
存
在
と
す
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
意
解
と
は
、
六
識
（眼
・
耳
。

鼻

・
舌

。
身

・
意
の
六
種
の
認
識
の
働
き
）
を

（俣
の
存
在
と
す
る
こ
と
を
）
謂
ひ
ま
す
。
境
界
と
は
、
六
塵

（色

・
撃

。
香

・
味

・
鯛

・

法
―
思
考
―
の
六
つ
の
封
象
）
を

（俣
の
存
在
と
す
る
こ
と
を
）
謂
ひ
ま
す
。
此
は
十
八
界

（人
間
存
在
の
十
八
の
構
成
要
素
、
印
ち
六
根
・

六
識

上
ハ
塵
）
の
観
察

で
あ
り
ま
す
。
　

第
二
の
観
察
の
業
と
報
と
を
観
察
す
と
は
、
因

（業
）
と
果

（報
）
と
の
二
つ
を
観
察
す
る

こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
　

第
三
の
観
察
の
阿
羅
漢
の
眠
を
観
察
す
と
は
、
無
明
住
地
の
煩
悩
を
観
察
す
る
こ
と
を
謂
ひ
ま
す
。
　

第
四

の
観
察
の
心
自
在
の
業
と
諄
の
築
と
を
観
察
す
と
は
、
智
と
碑
と
の
二
つ
を
観
察
す
る

，」
と
を
謂
ひ
ま
す
。
智
慧
が
境
界
を
照
し
て

自
由
自
在
で
あ
る
こ
と
を
榮
し
み
と
し
ま
す
。
　

第
五
の
観
察
は
、
三
乗

（撃
聞
乗
・
縁
覺
乗
。
菩
薩
乗
）
の
紳
通
力
を
観
ず
る
観
察

で
あ
り
ま
す
。（訓

讀
文
）

籍
ｒ
に
離
デ
。
囃
厩
礎
が
み
を
離
す
。　
コちの
動
に
磁
二難
ス麟
記
ヵ
概
・フと
は
ヽ
計
は
く
ｒ
概
側
に
が
認
す
る
な
り
。

意
解
と
は
謂
は
く
六
識

な

り
。
境
界
と
は
謂
は
く
六
塵

な
り
。
此
は
是
れ
十
八
界
の
観
な
り
。
　

二
の
観
に
観
二察
ス



新
卜輯
・トフと
は
ヽ
計
は
く
鴎
。黙
の
ゴ
配
な
り
。　
二
の
配
に
配
二痣
スけ
Ｐ
獄
′騰
・フと
は
ヽ
計
は
く
緯
嚇
齢
鴫
の
救
の

就
な
り
。　
酔
の
盤
に
就
・難
ス覗
げ
督
′勲
卜配
′勲
・トワと
は
ヽ
計
は
く
智
と
幅
と
の
ゴ
配
な
り
。
智
計
の
嶽
′
鷹
し
て

は
ぃ腱
Ｔ
）な
る
を
無
と
評
す
。　
ゴ
の
動
は
三
難
が
祀
蒲
斌
を
搬
ず
る
配
な
り
。

（１
）住
放
　
『
昭
和
會
本
』
で
は

「任
放
」
の
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
し
て
ゐ
る
。

経
典

（順
忍
を
澤
す
）
　

　

　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

随
二
順
スト
＾
法
智
一
者
。　
観
二
　
　
法
智
に
随
順
す
と
は
、
施
設
せ
る

　

「
（佛
の
）
法
智
に
随
順
す
る
と
は
、
六
根
と
六
識
と
六
塵

察
ス
ルト
施
設
セ
ル
根
卜
意
解
卜
境
　
　
根
と
意
解
と
境
界
と
を
観
察
す
る
　
　
と
を
仮
の
存
在
と
し
て
観
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
業

（因
）

界
一
ヮ
。
観
二察
ス
ル
ト
業
卜
報
・トヮ
。
　
　
と
、
業
と
報
と
を
観
察
す
る
と
、
　

　

と
報

（果
）
と
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
阿
羅
漢
の
眠

観
二察
ス
ルト
阿
羅
漢
ノ
眠
・ヮ。
観
二
　
　
阿
羅
漢
の
眠
を
観
察
す
る
と
、
心
　
　
（身
心
を
鈍
重
な
ら
し
め
る
働
き
）
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、

察
ス
ル
ト
心
自
在
′
槃
卜
碑
ノ
榮
・トフ
０
　

自
在
の
柴
と
憚
の
榮
と
を
観
察
す
　
　
心
が
自
由
自
在
で
あ
る
楽
し
み
と
諄
定

（瞑
想
に
よ
る
心
の

観
二
察
ス
ルタ
，
阿
羅
漢
卜
辟
支
　
　
る
と
、
阿
羅
漢
と
辟
支
佛
と
大
力
　
　
安
定
）
の
榮
し
み
と
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
り
、
阿
羅
漢

佛
卜
大
カ
ノ
菩
薩
ト
ノ
聖

自
在
　
　
の
菩
薩
と
の
聖
自
在
通
を
観
察
す
　
　
と
辟
支
佛
と
大
力
の
菩
薩
と
の
紳
聖
な
自
由
自
在
の
耐
通

通
・フ。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
と
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」

〔能
信
有
る
を
結
す
〕
（現
代
語
詳
）
公
一―
甲
上
∪

正
説
　
第
十
三
・
自
性
清
浄
章
　
　
　
一三
二
一



一一一一一一二

（定
め
難
き
理
を
信
ず
る
人
を
出
す
中
の
）
第
三
に
、
此
の
五
種
の
か
ら
以
下
は
、
能
信

（能
く
信
ず
る
人
）
の
有
る
こ
と
の
結
び

の
説
明
を
し
ま
す
。
　

大
乗
の
道
に
入
る
の
因
な
り
と
は
、
大
乗
の
佛
道
は
佛
と
篤
る
の
に
因
と
作
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

叉

次
の
や
う
に
も
云
ひ
ま
す
。
―
―
八
地
以
上
は
大
乗

の
佛
道
で
あ

る
。
信
忍
と
順
忍
と
の
二
者
は
、
大
乗
の
佛
道
の
因
で
あ
る
、

―

―

―

―

し

こ

。

に
よ
ら
い
　
　
し
ん
　
　
　
　
ひ
と
　
　
か
く
　
　
´
」
と
　
　
だ
い
り
　
や
く
あ
　
　
　
　
　
じ
ん
ざ
　
　
　
そ
し

如
来
を
信
ず
る
者
は
是
の
如
き
大
利
盆
有
り
。
深
義
を
謗
ら
ず
と
は
、
そ
の
言
ふ
意
味
は
、
此
の
人
は
以
前

（
二
乗
に

あ
る
時
）
に
佛
の
言
葉
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
や
う
な
五
種
類
の
観
察
の
利
盆
を
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
故
、
此
の
五
種
類
の
観
察
の
力
に
因
つ
て
、
今
ま
た
此
の

（染

・
不
染
の
）
定
め
難
い
道
理
を
、
心
か
ら
信
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

此
ノ
五
種
′従
り
以
下
、
第
三
に
能
信
有
る
を
結
す
。
　

入
コ
ノ
大
乗
ノ
道
一因
ナ
リ
と
は
ヽ
大
乗
の
道
は
佛
と
篤
る
に
因
と
作

る
こ
と
を
明
す
。
　

叉
云
は
く
。
八
地
以
上
は
是
れ
大

乗

道
な
り
。
信

。
順
の
二
忍
は
是
れ
大
乗
の
因
な

り
と
。

胤
プル妊
獄
一都
が^
つ妊
吟慰
ノぶ
搬
薇
・０
ダ
／競
″既
ギ
・フと
は
ヽ
計
ふ
こ
こ
ろ
は
ぼ
の
だ
は
耐
に
ぼ
く
鷹
ぎ
を
儲
ず
。
耀
に

慰
の
妊
く
の
ゴ
機
の
配
の
利
額
を
待
。
Ｆ
曖
に
雌
の
ｒ
の
盤
の
パ
に
配
り
て
箸
蒸
静
く
雌
の
群
め
難
き
の
Ｐ
を
儲
ず
る

な
り
。

経
典

（能
信
有
る
を
結
す
）
　
　
　
糎
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

此
ノ
五
種
ノ
巧
便
ノ
観
成
就
ソ。
　
　
此
の
五
種
の
巧
便
の
観
成
就
し
て
、
　

「
此
の
五
種
類
の
巧
み
な
て
だ
て
の
観
察
を
成
就
し
て
、



於
，

我
ガ
滅
後
ノ
未
末
世
′中
一。

我
ガ
弟

子
ノ
随
テ
信
ジ
信

増

上
ス
ル
ー
と

依
”
於
明
信
一随
ニ

順
ス
ル
ヒー

法^
智
一。
自
性
清

浄
心
卜
彼
篤
ニニ
煩
悩

・′
所
ン
ル
与

染
汚
・セ。
而
モ得
ン
究
寛

・スル；
０

是
′
究
寛

者^
入
ン
ノ
大
乗
ノ
道
一

因
ナ
リ
０
信
メ
ル
如
来
・フ者

有^
コ

是
′
大
利
盆
一。
不
い
謗
”
深
義
・フ。

〔
研
究
〕

一
、
「
上
ス
勝
重
既
誓
尻
難
″
卜
定
メ
０
此
ス
如
末
亦
言
昨
フ
難
ル
ト
定
メ
０

印
チ
篤
電
信
フ
無
″
擦
ル
０
所
以
二
摯
プ
テ
能
信
ノ
人
一フ
勘
卦
信
ソ

莫
”
卜
疑
フ
也
。
」
（上
に
は
勝
重
既
に
定

め
難
し
と
言
ひ
、
此
に
は
如
末
亦
定
め
難
し
と
言
ふ
。
印
ち
信
を
篤
す
に
擦
る
無
し
。

所
以
に
能
信
の
人
を
學
げ
て
信
じ
て
疑
ふ
莫
れ
と
勘
む
。
）
と
の

（『
義
疏
し

の
お
言
葉
に
つ
い
て

此
の
箇
所
は
、
経
典
の

「
是
の
如
き
の
二
法
は
、
汝
と
及
び
大
法
を
成
就
せ
る
菩
薩

・
摩
訂
薩
と
の
み
乃
ち
能
く
聴
受
す
。

正
説
　
第
十
三

・
自
性
清
浄
章
　
　
　
一三
三
二

我
が
滅
後
の
未
末
世
の
中
に
於
て
、
　

私
の
滅
後
の
未
末
の
世
に
於
て
、
私
の
弟
子
で
、
随
つ
て

我
が
弟
子
の
随
つ
て
信
じ
信
増
上
　
　
信
じ
、
信
が
増
長
す
る
人

（信
忍
）
と
、
明
ら
か
な
信
に
依

す
る
ひ
と
と
、
明
信
に
依
り
て
法
　
　
つ
て
法
智
に
随
順
す
る
人

（順
忍
）
と
は
、
そ
れ
自
證
の

智
に
随
順
す
る
ひ
と
と
は
、
自
性
　
　
性
が
清
浄
で
あ
る
心
と
、
そ
の
心
が
煩
悩
の
た
め
に
汚
染

清

料
ぅ

」
と
彼
煩
悩
の
篤
に
汚
染
　
　
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
と
の

（定
め
難
い
）
理
に
つ
い
て
、

せ
ら
る
る
と
を
、
而
も
究
寛
す
る
　
　
し
か
も
究
寛

（
の
信
）
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

こ
と
を
得
ん
。
是
の
究
寛
は
大
乗
　
　
ら
う
。
こ
の
究
党

（
の
信
）
は
大
乗
の
佛
道
に
入
る
因
で

の
道
に
入
る
の
因
な
り
。
如
末
を
　
　
あ
る
。
如
末
を
信
ず
る
者
は
、
こ
の
大
利
盆
が
あ
つ
て
、

信
ず
る
者
は
是
の
大
利
盆
有
り
、
　
　
深
義
（如
末
蔵
が
煩
憎
に
汚
染
さ
れ
る
か
、
汚
染
さ
れ
な
い
か
は

深
義
を
謗
ら
ず
と
。
　
　
　
　
　
　
　
定
め
難
い
と
い
ふ
深
い
道
理
）
を
謗
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
。



三
二
四

諸
餘
の
馨
聞
は
唯
佛
語
を
信
ず
る
の
み
。
」
と
い
ふ
箇
所
に
つ
い
て
の
太
子
の
御
解
説
の
中

に
出
て
来
る
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

す
な
は
ち
、
自
性
清
浄
の
如
末
蔵
が
、
煩
悩
の
た
め
に
染
ま
る
か
染
ま
ら
な
い
か
と
い
ふ
問
題
に
つ
い
て
、
勝
重
も
佛
も
と

も
に

「
定
め
難
し
」
と
言
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
聴
い
て
そ
の
深
理
を
信
ず
る
こ
と
で
き
る
の
は
、
汝
勝
重
と
大
乗

の
菩
薩
と
だ
け
で
あ
る
、
そ
の
ほ
か
の
二
乗
の
馨
聞
た
ち
は
、
佛
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
だ
け
で
あ
る
、
と
、
佛
が
お

つ
し
や
る
、
―
―
そ
の
経
典
の
言
葉
に
つ
い
て
、
太
子
は
、
こ
れ
を

「
能
く
此
の
定
め
難
き
の
理
を
信
ず
る
人
を
出
す
」
と

し
て
、
「
上
に
は
勝
重
既
に
定
め
難
し
と
言
ひ
、
云
々
」
と
つ
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

た
し
か
に
、
勝
重
も
佛
も

「
定
め
難
い
」
と
言
は
れ
る
の
で
は
、
衆
生
は
ど
の
や
う
に
信
じ
て
よ
い
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
佛
は
そ
れ
に
答

へ
て
、
「
心
か
ら
信
じ
る
人
が
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、　
そ
の
人
に
な
ら
つ
て
信
じ
て
疑
ふ
な
、
と

勤
め
る
」
と
、
太
子
は
解
繹
な
さ
つ
た
の
で
す
。
此
れ
を
讀
ん
で
、
す
ぐ
心
に
浮
ん
だ
の
は
、
親
鸞
の
言
葉
で
あ
り
ま
す
。

親
鶯
に
お
き
て
は
、
「
た
ゞ
念
佛
し
て
、
爾
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
、
よ
き
人
の
仰
を
か
ふ
む
り
て
、
信

ず
る
ほ
か
に
、
別
の
子
細
な
き
な
り
。
念
佛
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
ゝ
た
ね
に
や
は
ん
べ
る
ら
ん
、
ま
た
地
獄

に
を
つ
べ
き
業
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
惣
じ
て
も
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
ひ
、
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら

せ
て
、
念
佛
し
て
、
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
さ
ふ
ら
ふ
。
そ
の
ゆ
へ
は
、
自
餘
の
行
も
は

げ
教
て
、
佛
に
な
る
べ
か
り
け
る
身
が
、
念
佛
を
ま
う
し
て
、
地
獄
に
も
お
ち
て
さ
ふ
ら
は
ゞ
こ
そ
、
す
か
さ
れ
た
て

ま
つ
り
て
、
と
い
ふ
後
悔
も
さ
ふ
ら
は
め
。
い
づ
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
、
地
獄
は

一
定
す
み



か
ぞ
か
し
。
（下
略
ご

（『歎
異
抄
』
第
二
段
―
―
日
本
古
典
文
學
大
系

『親
鸞
集
』
一
九
三
頁
）

親
鸞
は
そ
の
信
仰
を
法
然
と
の
出
會
ひ
に
よ
つ
て
得
た
こ
と
を
告
白
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
親
鸞
の
言
葉
に
も

似
て
信
仰
と
い
ふ
も
の
が
、
「
人
」
に
よ
つ
て
博

へ
ら
れ
る
こ
と
を
、
太
子
は
強
く
此
の
箇
所
で
御
指
摘
に
な
ら
れ
た
も
の

と
思
は
れ
ま
す
。
教
理
教
學
の
智
的
理
解
に
よ
つ
て
人
は
信
仰
を
得
る
の
で
は
な
い
、
「
敬
慕
す
る
人
」
（親
鸞
の
場
合
は
法

然
）
と
の
出
會
ひ
に
よ
つ
て
こ
そ
信
は
博
へ
ら
れ
強
め
ら
れ
る
、
太
子
は
、
「
敬
慕
す
る
人
」
の
全
人
格
を
信
仰
の
擦
り
ど

こ
ろ
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

『
義
疏
』
「
自
性
清
浄
章
」
の
文
章
は
、
『
敦
燈
本
』
と
似
た
所
も
あ
り
ま
す
が
、
此
の
箇
所
は
全
く
異
な
つ
て
ゐ
る
と
言

つ
て
よ
い
で
せ
う
。
す
な
は
ち

『
敦
煙
本
』
に
は
次
の
や
う
に
あ
り
ま
す
。

″
第
四
。
述
其
推
崇
興
佛
。
従

「
如
此
二
法
」
已
下
是
。
コ
一法
」
者
。
佛
性
之
理
。
及
善
悪
之
心
。
其
向
明
唯
佛
證
知
。

今
推
解
。
在
已
師
及
弟
子
。
互
相
讚
成
也
。

″
（第
四
に
、
其
の
、
崇
を
佛
に

（典
）
推
す
を
述
ぶ
。
「
如
此
二
法
」
従
り

已
下
是
な
り
。
コ
一法
」
と
は
、
佛
性
の
理
と
及
び
善
悪
の
心
と
な
り
。
其
の
向
に
唯
佛
の
證
知
す
る
を
明
す
。
今
解

を
推
す
に
、
己
が
師
と
及
び
弟
子
と
に
在
り
。
互
ひ
に
相
讚
成
す
る
な
り
。
）

こ
の

『
敦
連
本
』
の
解
説
は
、
ご
く
簡
単
な
も
の
で
、
こ
の
箇
所
は
、
当
定
め
難
い
理
」
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、

汝
勝
重
と
大
乗
を
信
じ
る
佛
の
弟
子
た
ち
の
み
で
あ
る
″
と
佛
が
述
べ
ら
れ
た
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
、
す
な
は
ち
勝
蟹
は

師
た
る
佛
に
明
解
を
仰
ぎ
、
佛
は
勝
重
な
ら
び
に
大
乗
の
菩
薩
た
ち
佛
弟
子
に
そ
の
解
を
譲
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
佛

正
説
　
第
十
三
。
自
性
清
浄
章
　
　
　
一三
二
五



一一一一一一エハ

と
そ
の
弟
子
と
が
お
互
ひ
に
讚
め
合
つ
て
、
述
成
し
て
ゐ
る
と
し
て
を
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
太
子
の
御
解
繹
―
―
信
仰
の
様

り
ど
こ
ろ
と
し
て

「能
信
の
人
を
撃
げ
て
信
じ
て
疑
ふ
な
か
れ
と
動
む
」―
―
の
や
う
な
信
仰
の
機
微
の
治
息
に
鯛
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
如
末
蔵
」
の
深
い
道
理
―
―
自
性
清
浄
に
し
て
し
か
も
煩
悩
に
汚
染
さ
れ
る
―
―
は
、
こ
の

『
勝

髪
経
』
の
根
本
に
ふ
れ
る
道
理
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
道
理
を

「
了
知
」
す
る
こ
と
は
、
二
乗
凡
夫
に
は
不
可
能
で
あ
り
ま
す
。

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
と
い
ふ
問
ひ
を
、
太
子
は
設
定
な
さ
つ
て
、
究
極
の
答

へ
と
し
て
、
こ
こ
で
は

「
人
」
を
撃

げ
た
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
『
敦
違
本
』
が
、
ご
く
簡
単
に

「
解
を
推
す
に
、
己
が
師
と
及
び
弟
子
と
に

在
り
。
互
ひ
に
相
ひ
讚
成
す
る
な
り
」
と
解
し
た
の
に
比
較
し
ま
す
と
、
太
子
の
御
言
葉
の
深
さ
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
り

ま
す
。

二
、
太
子

『義
疏
』
と

『
敦
連
本
』
と
の
科
段
の
分
け
方
の
違
ひ
に
つ
い
て

な
は

『
敦
違
本
』
は
、
科
段
の
分
け
方
が

『
義
疏
』
と
は
違
つ
て
ゐ
て
、
『
経
典
』
の
次
の
箇
所
―
―
「
若
シ我
ガ
弟
子
′
随
テ

信
ジ
信
檜
上
スル者
卜。
依
コ
明
信
一已
二随
二順
ス
ル
１
１
法
智
一。
而
モ得
ン究
寛
ス
ル氏
」
（若
し
我
が
弟
子
の
随
つ
て
信
じ
信
檜
上
す

る
者
と
、
明
信
に
依
り
已
に
法
智
に
随
順
す
る
ひ
と
と
は
、
而
も
究
寛
す
る
を
得
ん
。
）―
―
か
ら
を
、
第
十
四
章
の

「
員
子

章
」
と
し
て
ゐ
ま
す
。
『
義
疏
』
で
は
、
こ
こ
は
、
前
の
箇
所
と
合
せ
て

「
自
性
清
浄
章
」
の
最
後
の
箇
所
と
し
て
、
「
如
末

の
述

成

」
の
中
の
第
二
の

「
能
く
此
の
定
め
難
き
の
理
を
信
ず
る
人
を
出
す
」
の
、
そ
の
ま
た
第
二
の

「
正
し
く
能
信
の

人
を
出
す
」
の
箇
所
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
は
ち
、
信
忍

・
順
忍
の
菩
薩
を
拳
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。



こ
の
違
ひ
は
、
次
の
章
で
、
太
子
御
自
身
が

「
本
義
」
説
と
し
て
指
摘
し
て
を
ら
れ
、
「
欲
ふ
に
随
ひ
て
用
ひ
る
可
し
」

と
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
。
す
な
は
ち
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
述
べ
て
を
ら
れ
ま
す
が
、
『義
疏
』
の
文
脈
と
す
れ
ば
、
「
自
性
清

浄
章
」
と
い
ふ
、
『
勝
重
経
』
の

「
正
読
」
の
第
二
の

「
乗
の
境
」
を
明
す
最
後
の
箇
所
に
、
「
能
信
の
人
を
學
げ
」
た
と
さ

れ
た
の
で
す
か
ら
、
営
然
そ
の

「
人
」
に
つ
い
て
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を

「
自
性
清
浄
章
」
の
中
に
入
れ

た
も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
な
は
、
『
勝
菫
経
費
窟
』
も

『敦
燈
本
』
と
同
じ
科
段
の
分
け
方
を
し
て
ゐ
ま
す
。

太
子

『
義
疏
』
と

『
敦
建
本
』
と
の
異
同
を
見
ま
す
と
、
共
通
の
語
句
が
、
科
段
分
け
と

『
組
典
』
の
解
説
の
箇
所
に
見

ら
れ
ま
す
が
、
『
義
疏
』
は
、
『
組
典
』
の
思
想
的
理
解
を
目
指
し
て
ゐ
る
の
に
封
し
て
、
『
敦
煙
本
』
は
、
註
繹
書
の
域
を

出
て
ゐ
な
い
こ
と
が
う
か
が
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（夜
久
正
雄
）
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三
三
八

第
十
四

員

子

章

し
ん
し
　
　
　
　
　
ら
い
い

〔員
子
章
の
来
意
並
び
に
科
段
分
け
〕
（現
代
語
評
）

η
勝
重
組
』
の
）
正
説
の
中
の
第
三
に
、
爾
の
時
に
、
勝
■
か
ら
以
下
は
、
「
員
子
」
（員
の
佛
弟
子
）
の

〓
早
を
撃
げ
て
、
御
乗
の

人

（教
へ
を
行
ず
る
人
）
を
説
明
し
ま
す
。
　

乗
の
値

（正
読
の
第

一
、
教
へ
の
本
饉
―
五
章
）
と
乗
の
境

（正
説
の
第
二
、
教
へ
の
行
は
れ

る
場
と
し
て
の
苦

・
集

・
滅

・
道
の
四
聖
諦
―
八
章
）
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述

べ
絡

へ
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
、
こ
こ
で
は

「
員
子
」
の

一
章
を
畢
げ
て
、
三
忍
Ｔ
）
の
菩
薩
が
こ
の
大
乗
の
教

へ
を
受
持
し
て
、
し
か
も
行
ず
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

「
本
義
」
で
は
次
の
や
う
に
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
―
―
若
し
我
が
弟
子
の

（太
子

『義
疏
』
で
は
自
性
清
浄
章
の
絡
り
の
部
分
に
、
信

・
順

の
二
忍
の
菩
薩
を
畢
げ
た
箇
所
）
か
ら
以
下
は
、
員
子
章
に
入
る
。
そ
の
中

に
つ
い
て
二
つ
あ
る
。
第

一
に
、
如
末
は
た
だ
信
忍

・
順

忍
の
二
者
だ
け
を
學
げ
る
故
に
名
づ
け
て
、
略
し
て
員
子
を
説
明
す
る
、
と
す
る
。
此

（太
子

『義
疏
』
の
員
子
章
の
は
じ
め
）
か
ら
以

下
は
、
勝
重
は
詳
し
く
三
忍
を
摯
げ

る
故
に
、
名
づ
け
て
、
廣
く
員
子
を
説
明
す

る
、
と
す
る
。
し
か
し
如
来
は
、
こ
の

『
勝
重

経
』
に
つ
い
て
は
そ
の
功
績
を
勝
重
に
認
め
た
い
と
望
ま
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
如
末
は
た
だ
略
し
て
信
忍

。
順
忍
の
二
者
だ
け
を
説

明
し
、
（勝
重
が
詳
し
く
三
忍
を
説
明
し
た
箇
所
と
、
）
合
せ
て
勝
重
員
子
章
と
す
る
の
で
あ
る
、
―
―
と
。
　

欲
す
る
に
随
つ
て
用



ひ
な
さ
い
。

（員
子
章
の
）
中
に
つ
い
て
、
先
づ
初
め
に
分
け
て
三
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
勝
重
が
説
き
た
い
と
如
末
に
請
ひ
ま
す
。

第
二
に
、
如
爽
が
読
き
な
さ
い
と
命
じ
ら
れ
ま
す
。

第
三
に
、
自
し
て
言
は
く
か
ら
以
下
は
、
へ勝
重
が
員
の
佛
弟
子
に
つ
い
て
）
正
し
く
読
き
ま
す
。

（１
）
三
忍
　
諸
説
あ
る
も
、
信
忍
・
順
忍
。
無
生
忍
と
す
る
説
に
よ
つ
た
。
「
忍
」
と
は
法
理
に
安
住
し
て
心
を
動
か
さ
な
い

こ
と
を
言
ふ
。
信
忍
と
は
佛
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
つ
て

「
忍
」
を
得
る
こ
と
。
順
忍
と
は
員
理
に
随
順
し
て

「
忍
」
を
得
る

こ
と
。
無
生
忍
と
は
無
生
無
滅
の
理
を
悟
つ
て

「
忍
」
を
得
る
こ
と
。

（訓
讀
文
）

耐
ノ囃
ら
麟
菫
徹
り
喋
ず
ヽ
駄
麒
グ
囃
の
籍
式
に
比
子
の
ぃ一っ載
ど
響
げ
て
ヽ
従
赳
が
だ
を
嚇
す
。　
対
″
齢
と
飛
盛
場

と
醸
に
凱
り
ぬ
。
配
に
雌
に
鳳
子
の
ぃ「載
″
雪
げ
て
ヽ
戴
機
の
ぎ
藤
ぼ
の
霧
プ
タ
け
て
耐
も
征
す
る
を
嚇
す
。

村
ぎ
に
ガ
は
く
。
な
シ＃
ガが
チ
ノば
り
喋
ず
、
鳳
孔
彰
に
だ
る
。
輯
に
詳
き
て
ゴ
が
り
。
籍
ぃ一に
妍
恭
麟
儲
・疇
け
ｒ

織
を
雪
ぐ
。
蹴
に
響
づ
け
て
県
び
て
民
子
を
嚇
す
と
ぼ
す
。
雌
行
り
磁
は
ヽ
蹴
封
ぼ
さに
武
織
を
雪
ぐ
。
耀
に
響
づ
け

て
屋
く
戴
子
を
嚇
す
と
が
す
。
耐
る
に
婿
恭
ぼ
の
饉
が
瞬
て
分
を
蹴
黎
け
僣
さ
ん
と
従
す
。
配
に
麟
喫
び
て
晟
・
』
が

ゴ
硫
を
嗽
し
、
ゲ
し
て
陽
黎
此
乱
載
ど
鮮
す
な
り
と
。

従
す
る
に
降
り
て
馳
ふ
菅
し
。

正
読
　
第
十
四
・
員
子
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中
に
就
き
て
初
め
に
開
き
て
三
と
篤
す
。

第

一
に
勝
重
説
か
ん
こ
と
を
請
ふ
。

第
二
に
如
末
読
く
べ
し
と
命
じ
た
ま
ふ
。

第
三
に
自
ンテ
言
夕
従
り
以
下
正
し
く
説
く
。

（こ
の
章
の
科
段
分
け
表
）

〔
勝
菫
説
か
ん
こ
と
を
請
ふ
〕
（現
代
語
詳
）
盆
）

（員
子
章
の
第

一
に
、
勝
重
が
説
き
た
い
と
如
末
に
請
ひ
ま
す
。
）

更
に
餘
の
大
利
盆
有
り
と
は
、
上
述
の
通
り
、
す
で
に
乗
の
證
と
及
び
乗
の
境
と
を
説
明
し
を
は
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
大
乗
の

三
四
〇



教

へ
を
行
ず
る
人
を
未
だ
説
明
し
て
を
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
「
更
に
餘
の
大
利
盆
有
り
」
と
言
ひ
ま
す
。
ま
た
次
の
や
う
に
言

ふ
の
も
よ
い
で
せ
う
。
―
―
前
の
章

（自
性
清
浄
章
）
に
お
い
て
、
如
末
は

（如
末
蔵
が
煩
悩
に
）
染
ま
る
か
、
染
ま
ら
な

い
か
、

（こ
の
定
め
難
い
理
を
）
よ
く
信
ず
る
こ
と
の
で
き
る
人
の
利
盆
を
撃
げ
ら
れ
た
の
で
、
そ
れ
故
に
な
は
、
此
の
組
典
を

一
貫
し
て

行
ず
る
人
の
利
盆
に
は
、
更
に
他
の
利
盆
が
あ
る
と
言
は
れ
た
の
で
あ
る
、
―
―
と
。

（訓
語
文
）

鷲
二が
つ鮮
ノぶ
絆
薇
・と
は
ヽ
二
に
醸
に
対
が
麟
と
難
び
嶽
ど
を
嚇
す
。
融
る
に
未
だ
グ
ぅ対
ぅの
だ
を
嚇
さ
ず
。
耀
に
薙

に
計
の
対
卍
薇
が
り
と
計
ふ
。　
バ
で
な
る
べ
し
。
Ｅ
に
は
姑
鷲
静
く
紹
。付
期
を
侵
ず
る
だ
の
が
額
を
雪
げ
た
ま
ふ
。

配
に
麟
、
甦
に
計
の
雌
の
紺
プ
溺
征
す
る
だ
の
製
徴
が
る
を
計
ふ
と
。

経
典
（議
罐
説
か
ん
ン」
と
を
）
　

　

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

爾
′
時
ら

勝
愛
自
”
佛
誓
ロ
タ。　
　
離
の
時
に
、
勝

魏
配
に
自
し
て
言
　
　
そ
の
時
に
、
勝
重
が
佛
に
申
し
あ
げ

て
言

ひ
ま
し
た
。

更
二有
コ
餘
′
大
利
盆
・。
我
営
下二　
　
は
く
０
更
に
餘
の
大
利
盆
有
り
。
　
　
「
更
に
他
の
大
利
盆
が
あ
り
ま
す
。
私
は

い
ま
か
ら
佛
の

承
ン
佛
′威
紳

・フ復
読
レ
斯
ノ義
ン
。
　

我
営
に
佛
の
威
紳
を
承
け
て
復
斯
　
　
偉
大
な
お
力
を
身
に
戴
い
て
、
ま
た
こ
の
義

（員
の
佛
弟

の
義
を
読
く
べ
し
と
。
　
　
　
　
　
　
子
）
を
説
か
う
と
思
ひ
ま
す
。
」
と
。

〔如
来
論
く
べ
し
と
命
じ
た
ま
ふ
〕
公
じ
（なわ鏑漸
凛
朴̈
“汰行
」
筆
鎖
証
孵岬
級けη
）

正
説
　
第
十
四

・
員
子
章
　
　
　
一二
四

一



経
典
爾
煉
翻
訳
ぺ
し
と
コ

佛
ノ
一日
夕
便
チ
説
タ
ベ
ィ
。

〔
正
し
く
脱
く
〕
（現
代
語
評
）
舎
じ

（員
子
章
の
）
第
三
に
、
（員
の
佛
弟
子
を
）
正
し
く
読
く
中
に
つ
い
て
、
分
け
て
五
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
絶
括
し
て
三
種
の
人
を
口
に
出
し
て
た
た
へ
ま
す
。
〇
一１
０
）

第
二
に
、
何
等
を
か
三
と
日
す
か
ら
以
下
は
、
三
種
の
人
を
別
々
に
列
學
し
ま
す
。
三
種
の
人
は
、
若
し
は
の
語
を
も
つ
て
匡
別

し
ま
す
。
舎
一―
い
）

第
三
に
、
此
の

徹
ら

の
善
男
子
…
…
を
除
き
か
ら
以
下
は
、
悪
人
を
い
ま
し
め
降
伏
さ
せ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
　

そ
の
意
味

は
、
勝
重
は
自
ら
が
、
王
の
力
及
び
諸
天

（イ
ン
ド
の
紳
々
）
や
龍
紳
の
力
の
如
き
偉
大
な
力
を
も
つ
て
、
悪
人
を
い
ま
し
め
降

伏
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
釜
一―
口
）

第
四
に
、
爾
の
時
に
、
勝
■
か
ら
以
下
は
、
説
き
修
つ
て
、
佛
に
敬
仰
の
心
を
表
明
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
（三
―
四
）

第
五
に
、
佛
が
勝
笙
を
讚
め
た
た
へ
る
言
葉
を
述
べ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
印
ち
こ
れ
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
（三
ｌ
ｍ
）

第

一
に
、
勝
重
が
悪
人
を
調
伏
す
る
こ
と
を
た
た
へ
ま
す
。

第
二
に
、
汝
巳
に
…
…
に
親
近
し
て
か
ら
以
下
は
、
勝
重
が
読
く
こ
と
は
、
今
に
始
ま
つ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
た
た
へ
ま
す
。

三
四
二

経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

佛
の
言
は
く
便
ち
説
く
べ
し
と
。
　
　

佛
が
仰
せ
ら
れ
る
に
は
、
「
そ
れ
で
は
説
き
な
さ
い
」
と
。



（訓
讀
文
）

第
三
に
正
し
く
説
く
中
に
就
き
て
開
き
て
五
と
篤
す
。

第
一
に
絶
じ
て
三
種
の
人
を
唱
ふ
。

籍
ｒ
に
耐
学
ζ
が
昨〓
卜行
り
卵
ず
ヽ
圧
し
て
五
齢
の
足
を
殖
す
。
　
三
齢
の
だ
は
社

を^
も
つ
て
肛
を
ぼ
す
。

孵
〓
に
限
卦ば
′も議
義

勁
テ
…
…
・フ管
り
喋
ず
ヽ
勲
ん
を
証
健
デ
る
を
嚇
す
。
　
計
ふ
こ
こ
ろ
は
陽
黎
ぽ
齢
ゲ
ぼ
く

言
の
斌
麟
び
梵
・
議
が
斌
の
妊
き
を
廃
て
る
を
証
健
す
る
な
り
。

舞
酔
に
離
′唯
；
跳
黎
徹
り
卵
Ｗ
ヽ
計
き
意
り
て
提
ど
棄
す
こ
と
を
嚇
す
。

だ
い
ご
　
　
　
ぶ
つ
　
　
し

，
つ
た
ん
　
あ
か
　
　
　
　
す
な
は
　
こ
れ
　
　
に
　
あ

第
五
に
佛
の
述
歎
を
明
す
。
印
ち
是
に
二
有
り
。

第

一
に
其
の
悪
人
を
調
伏
す
る
を
歎
ず
。

新
ゴ
に
湖
ち麒
二織
二覇
子
…
…
一行
リ
ガ
Ｗ
ヽ
辞
く
こ
と
年
に
耐
ま
る
に
飛
ざ
る
を
難
ず
。

経
典
（鑢
足
枚
」
鑓
）
（一一一１
９

　
　

経
典
訓
語
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

し
よ
う
ま
ん
ぶ
つ
　
ま
を
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
し
ゆ

勝
菫
白
”
佛
誓
ロ
タ。
〓
一種
′善
　
　
勝
質
佛
に
自
し
て
言
は
く
。
三
種

男
子

・
善
女
人
。
於
”
甚
深
′

義
一
離
ル，
自
′
毀
傷
・フ。
生
フ
テ

大
功
徳
・ヮ入
ン
ナリ大
乗
道
一。

の
善
男
子

・
善
女
人
、
甚
深
の
義

に
於
て
自
ら
の
毀
傷
を
離
れ
て
、

大
功
徳
を
生
じ
て
大
乗
道
に
入
る

勝
重
が
佛
に
申
し
あ
げ
て
言
ひ
ま
し
た
。
コ

一種

の
善
男

子

・
善
女
人
は
、
甚
深
の
義

（如
末
蔵
の
染

・
不
染
は
定
め

難
い
理
）
に
つ
い
て
、
自
分
の
智
慧
に
よ
つ
て
そ
し

つ
た

り
、
き
づ
つ
け
る
こ
と
な
く
、
大
功
徳
を
生
じ
て
大
乗
の

正
説
　
第
十
四
。
員
子
章
　
　
　
一二
四
三



経
典
枷

凡
枚
殖
矩
τ
一一１
９

何
等
フ
ヵ
篤
に
三
卜
。
謂
夕
若

善^

男
子

・
善
女
人
。
自
，
成
二就

ス
ー
甚
深
′
法
智
・ヮ。
若
ハ善
男

子

・
善
女
人
。
成
三
就
ス
ルト
随
二

順
ス
ル
フ
法
智
一。
若
バ善
男
子

・

善
女
人
。
於
”
諸
ノ
深
法
一。

不
フ
自
，
了
知
一仰
，
推
竜
り
世

奪
・フ。
非
メ
我
ガ
境
界
一。　
唯

佛
ノ
く
ノ
所
知
ナ
リ
ー
驚
０　
是
ヮ

名
プ
タ
善
男
子

・
善
女
人
仰
，

推
ン上
―
如
末
一。

橿
典
蕪
秋
盪
嘱
聾
Ξ
‐
９

な
り
。

経
典
訓
讀
文

何
等
を
か
三
と
篤
す
。
謂
は
く
若

し
は
善
男
子

・
善
女
人
、
自
ら
甚

深
の
法
智
を
成
就
す
る
と
、
若
し

は
割
残
計
。割
姑
ん
ヽ
湖
智
に
は

順
す
る
を
成
就
す
る
と
、
若
し
は

善
男
子

・
善
女
人
、　
諸

の
深
法

に
於
て
、
自
ら
了
知
せ
ず
し
て
仰

ぎ
て
世
阜
を
推
し
た
て
ま
つ
り
、

我
が
境
界
に
非
ず
、
唯
佛
の
み
の

し
よ
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ

所
知
な
り
と
す
る
と
、
な
り
。
是

せ
ん
な
ん
し
　
　
　
ぜ
ん
に
よ
に
ん
あ
ふ
　
　
　
　
に
よ
ら
い

を
善
男
子

・
善
女
人
仰
ぎ
て
如
末

に
推
し
た
て
ま
つ
る
と
名
づ
く
。

経
典
訓
讀
文

三
四
四

佛
道
に
入
る
の
で
あ
り
ま
す
。
」

経
典
現
代
語
課

「
何
等
を
三
種
の
人
と
な
す
の
で
せ
う
か
。
そ
れ

は
、
次

の
三
種
を
謂
ひ
ま
す
。
或
る
善
男
子

・
善
女
人
で
、
自
ら

甚
だ
深
い
法
智
を
成
就
す
る
人

（無
生
忍
の
菩
薩
）
と
、
或

る
善
男
子

・
善
女
人
で
、
法
智
に
随
順
す
る
こ
と
を
成
就

す
る
人

（順
忍
の
菩
薩
）
と
、
或
る
善
男
子

・
善
女
人
で
、

諸
々
の
深
い
法
に
つ
い
て
、
自
ら
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が

で
き
ず
、
仰
い
で
世
奪
の
智
慧
に
ゆ
だ
ね
、
自
分
の
境
地

で
は
な
い
、
唯
佛
の
み
が
知
つ
て
を
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
と
す
る
人

（信
忍
の
菩
薩
）
と

で
あ

り
ま
す
。

こ
れ
を

″
善
男
子

・
善
女
人
、
仰
ぎ
て
如
末
に
推
し
た
て
ま
つ
る
″

と
名
づ
け
ま
す
。
」

経
典
現
代
語
課



除
一
此
ノ
諸
′
善
男
子

・
善
女

人
一，
己
テ。
諸
ノ
餘
′
衆
生
於
”

諸
ノ深
法
一堅
著
ッ。
妄
説
ソ。

違
〓背
ス
ルト
正
法
一。
習
ン
ト
′
諸
ノ

外
道
・フ。
腐
敗
′
種
子
ナ
ル者

。^

営
卜
以

，
王
ノ
カ
ト
及
ピ
天

・
龍

鬼
耐
ノカ

・トフ
而
調
中
伏
ス之
”
。

経
典
（補
嚇鈍
歎
ア
三１
９

佛
′〓
ロ
タ。

善
哉
善
哉
。

勝
重
。

於
”
甚

届 爾

Iモ 資

]重夕
星曇ぎ

暮 由

此
の
諸
の
善
男
子

。
善
女
人
を
除

を
は
　
　
　
　
　
も
ら
も
る
　
よ
　
　
し
ゆ
じ
よ
う
も
ろ
も
ろ

き
己
り
て
、
諸
の
餘
の
衆
生

諸

の
瀦
河
に
薦
て
型
警
び
ヽ
難
識
し

て
、
正
法
に
違
背
す
る
と
、
諸
の

外
道
を
習
ふ
と
の
、
腐
敗
の
種
子

な
る
者
は
、
営
に
王
の
力
と
及
び

天

。
龍

・
鬼
紳
の
力
と
を
以
て
之

を
調
伏
す
べ
し
と
。

経
典
訓
讀
文

爾
の
時
に
、
勝
重
、
　
諸

の
春
局

と
、
佛
の
足
を
頂
腱
し
た
て
ま
つ

スυ
。経

典
訓
讀
文

佛
の
言
は
く
。

善
き
哉
善
き
哉
。
勝
髪
。
甚
深
の

「
此
の
諸
々
の
善
男
子

・
善
女
人

公
一一忍
の
菩
薩
）
以
外
の
、

諸
々
の
衆
生
で
、
諸
々
の
深
い
法
に
つ
い
て
、
自
分
の
考

へ
に
堅
く
執
著
し
、
誤
つ
た
考

へ
を
み
だ
り
に
読
い
て
、

正
法
に
違
背
す
る
こ
と
と
、
諸
々
の
外
道

（佛
教
以
外
の
邪

読
）
を
省
ふ
こ
と
と
の
、
そ
の
や
う
な
佛
と
な
る
種
子
を

腐
敗
さ
せ
て
し
ま
ふ
こ
と
を
す
る
者
は
、
営
に
王
の
力
及

び
諸
天
や
龍
紳
や
鬼
紳
の
力
を
も
つ
て
、
こ
れ
を
い
ま
し

め
降
伏
さ
せ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
」
と
。

経
典
現
代
語
課

そ
の
時
に
、
勝
重
は
、
諸
々
の
従
者
た
ち
と
共
に
、
佛
の

み
足
を
お
し
頂
き
、
艦
舞
し
た
て
ま
つ
つ
た
。

経
典
現
代
語
課

佛
が
仰
せ
ら
れ
た
。

「
善
い
、
ま
こ
と
に
善
い
。
勝
質
よ
。
お
前

は
甚
だ
深
い

正
説
　
第
十
四
・
員
子
章
　
　
　
一二
四
五



三
四
六

深
′
法
一。
方
便
フ以
守
護
シ。
　
　
法
に
於
て
、
方
便
を
も
つ
て
守
護
　
　
理
の
法
に
つ
い
て
、
巧
み
な
手
だ
て
を
も
つ
て
守
護
し
、

降
二
伏
ス
ル「非
法
一フ。
善
ク得
シリ
　
　
し
、
非
法
を
降
伏
す
る
こ
と
、
善
　
　
非
法
を
挫
き
う
ち
ま
か
す
こ
と
、
ま
こ
と
に
宜
し
き
を
得

其
′
宜
″．
フ　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
其
の
宜
し
き
を
得
た
り
。
　
　
　
　
て
ゐ
る
。
」

汝
已
二親
二近
ッ百
千
億
′佛
一。
　
　
汝
己
に
百
千
億
の
佛
に
親
近
し
て
、
　

「
お
前
は
す
で
に
、
百
億
、
千
億
も
の
数
多
く

の
佛
に
親

能
夕読
シ
ッ
ト
此
ノ義
・フ。
　
　
　
　
　
能
く
此
の
義
を
読
け
り
と
。
　
　
　
　
し
く
近
侍
し
て
、
此
の
義
を
読
く
こ
と
が
で
き
た
。
」
と
。

〔御
語
認
〕
（現
代
語
詳
）

此
の
義
と
は
、
Ｇ
勝
肇
経
』
の
正
説
十
四
章
の
全
部
を
）
通
じ
て
、
乗
の
證

（教
へ
そ
の
も
の
）
と
乗
の
境

（教
へ
が
行
は
れ
る
場
と

し
て
の
苦
・
集

・
滅
。
道
の
四
聖
諦
）
と
及
び
行

乗

の
人

（教
へ
を
行
ず
る
人
）
と
の
諸
々
の
意
義
を
撃
げ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（訓
讀
文
）

此
′義
と
は
、
通
じ
て
證
と
境
と
及
び
行

乗

の
人
と
の
諸
義
を
學
ぐ
る
な
り
。

〔
研
究
〕

一
、
「
御
乗
′人
」
と
い
ふ
お
言
葉
に
つ
い
て

太
子

『義
疏
』
の
初
頭
の

「
序
読
」
に
つ
づ
く

「
歎
佛
員
賓
功
徳
章
」
に
あ
る

「
正
説
」
の
説
明
の
お
言
葉
に
、
「
如
来
妙

色
身
よ
り
以
下
は
、
経
の
中
の
第
二
の
正
読
な
り
。
　

中
に
就
て
凡
そ
十
四
章
有
り
。
大
い
に
分
ち
て
三
と
篤
す
」
と
書
か

れ
て
あ
つ
て
、
「
乗
の
瞳
」
に
五
つ
の
章
を
、
「
乗
の
境
」
に
八
つ
の
章
を
示
さ
れ
た
あ
と
、
そ
の
あ
と
の

一
章
を

「
行

乗



の
人
を
明
す
」
と
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

「
行
乗
の
人
」
と
、
こ
こ
に
見
る

「
御
乗
の
人
」
と
は
同
じ
人
を
指
す
も
の
で
あ
つ

て
、
「
歎
佛
員
賓
功
徳
章
」
に
は
、
国
百
ふ
こ
こ
ろ
は
三
忍
の
菩
薩
此
の
乗
に
御
し
て
而
も
行
ず
」
（本
書
上
巷
エハ
七
頁
）
と
あ

り
ま
し
た
の
で
、
こ
の

「
員
子
章
」
の

「
御
乗
ノ人
」
と
は
、
「
歎
佛
員
寅
功
徳
章
」
の
右
の
言
葉
を
承
け
て
ゐ
る
も
の
と
思

ひ
ま
す
。

二
、
「
三
種
の
人
を
唱
ふ
」
の

「
唱
ふ
」
と
い
ふ
お
言
葉
に
つ
い
て

太
子

『義
疏
』
の
こ
の
章
の
中
に
、
「
第
三
に
正
し
く
読
く
中
に
開
き
て
五
と
篤
す
。
第

一
に
絶
じ
て
三
種
の
人
を
唱
ふ
」

と
あ
り
ま
す
。
「
唱
ふ
」
と
い
ふ
文
字
を
、
太
子
は
所
々
で
使
つ
て
を
ら
れ
、　
三

一の
例
を
學
げ
ま
す
と
、
「
如
末
蔵
章
」
の

中
で

「
第

一
に
絶
じ
て
二
種
の
聖
諦
を
唱
ふ
」
と
あ
り
、
ま
た
、
「
流
通
読
」
の
中
で
、
「
第

一
に
直
に
還
る
こ
と
を
唱
ふ
」

な
ど
そ
の
他
が
見
う
け
ら
れ
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
の

「
唱
ふ
」
と
い
ふ
表
現
を
こ
の
箇
所
で
味
は
つ
て
み
ま
す
と
、
単
に

″稽
す
る
″
と
か
、
″取
り
上
げ
て

説
明
す
る
″
と
か
い
ふ
意
味
の
ほ
か
に
、
″
た
た
へ
る
″
の
意
味
が
あ
る
と
思
は
れ
て
ま
ゐ
り
ま
す
。
こ
の
箇
所
の

『
組
典
』

の
末
尾
の
所
で
、
佛
が
勝
重
を
は
め
た
た
へ
て
、
「
善
き
か
な
、
善
き
か
な
」
と
仰
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
見
ら
れ
ま
す
し
、

少
し
あ
と
に
出
て
ゐ
る

「
第
五
に
佛
の
述
歎
を
明
す
」
と
あ
る

「
述
歎
」
と
い
ふ
表
現
も
、
こ
の

「
唱
ふ
」
と
補
足
封
照
し

て
ゐ
る
如
く
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。

三
、
勝
重
夫
人
の

「
仰
推
の
心
」
に
寄
せ
ら
れ
る
太
子
の
篤
信
の
御
信
仰
に
つ
い
て

正
説
　
第
十
四
。
員
子
章
　
　
　
一二
四
七



三
四
八

太
子

『
義
疏
』
の
中
に
、
「
第
三
に
此
の
諸
の
善
男
子
…
…
を
除
き
よ
り
以
下
、
悪
人
を
調
伏
す
る
を
明
す
」
と
あ
る
に

績
け
て
、
国
一口
ふ
こ
こ
ろ
は
」
と
し
て
以
下
に
績
く

一
節
に
、
「
勝
重
は
自
ら
能
く
王
の
力
及
び
天

・
龍
の
力
の
如
き
を
以
て
、

之
を
調
伏
す
る
な
り
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の

「
勝
重
は
自
ら
能
く
」
の

「
自
ら
能
く
」
と
あ
る
所
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
″勝

重
が
自
分
の
力
で
そ
れ
を
し
ま
す
″、
と
言

つ
て
ゐ
る
の
だ
、
と
太
子
は
強
く
御
指
摘

な
さ
つ
て
を
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
研
究
會
の
メ
ン
パ
ー
で
物
故
せ
ら
れ
た
故
桑
原
暁

一
さ
ん
は
、
ン」
の
箇
所

に
つ
い
て
、
″
か
う
し
た
所
に

「
太
子
の

御
思
想
の
中
に
は
、
人
類
が
螢
む
精
神
生
活
の
中
で
、
求
め
に
求
め
た
も
の
が
勝
重
に
現
は
れ
て
ゐ
る
」
と
、
お
感
じ
に
な

つ
て
を
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
″
と
話
し
て
を
ら
れ
ま
し
た
し
、
ま
た
、
当
員
子
章
」
の

「
員
子
」
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て

も
、
こ
の

『
義
疏
』
の
冒
頭
の
箇
所
で
、
勝
菫
は
是
れ
我
が
女
な
り
と
の

『
経
典
』
の
文
言
に
つ
い
て
、
太
子
は
、
そ
れ
を

「
親
が
子
に
封
す
る
」
「
讚
重
の
辞
」
と
指
摘
な
さ
れ
た
こ
と
と
も
、
照
應
し
て
受
け
と
め
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
″
と
語

つ
て
を
ら
れ
た
の
で
、
あ
は
せ
て
こ
こ
に
故
桑
原
さ
ん
の
所
感
を
附
記
い
た
し
て
お
き
ま
す
。
　

　

　

（小
田
村
寅
二
郎
）



流

　

通
　
　
説





〔流
通
醜
の
科
段
分
け
〕

（現
代
語
詳
）

爾
の
時
に
、
世
尊

勝

光

鴫
を
放
ち
て
か
ら
以
下
は
、
シ」
の
『勝
重
組
』
の
中
を

（序
読

・
正
読

。っ
が
厨
記
の
三
つ
に
分
け
た
）
そ

の
第
三
の
流
通
説
で
あ
り
ま
す
。
　

ま
た
分
け
て
三
つ
に
し
ま
す
。

第

一
に
、
如
末
は
格
末
に
此
の
経
典
を
流
通
し
よ
う
と
望
ま
れ
て
、
舎
衛
國
に
お
還
り
に
な
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

第
二
に
、
爾
の
時
に
、
世
尊
祗
桓
林
に
入
り
て
か
ら
以
下
は
正
し
く
流
通
を
説
明
し
ま
す
“

第
三
に
、
時
に
、
天
帝
澤
、
佛
に
白
し
て
言
は
く
か
ら
以
下
は
、
十
六
の
名
稽
を
列
學
し
て
、
此
の
経
典
の
題
名

（二
）
と
各
章

の
名
稀

（十
四
）
と
を
最
終
的
に
決
定
し
ま
す
。

（訓
讀
文
）

耐
ノ囃
ら
ず
輔
灘
⇒ユ陶
嬌
み嘱

・フ管
り
昧
下げ、
続
が
軽
孵
載
の
が
新
記
な
り
。　
理
難
き
て
載
と
が
す
。

射
式
に
妍
恐
耀
に
雌
の
綺
グ
が
溺
せ
ん
と
従
し
て
録
伊
囲
に
激
り
た
ま
ふ
こ
と
を
嚇
す
。

舞
ｒ
に
耐
′囃
る
ザ
税
対
二，ビ
載
槻
一征
リ
ソ
プ
、
藤
し
く
が
遷
を
嚇
す
。

舞
載
に
囀
ら
驚
献
撃
∝
就
”鷹
ニ
ア
行
り
喋
プ
。
鷺
だ
が
響
を
翡
ね
て
日
餃
を
譲
雌
デ
。

三
五

一



（流
通
説
の
科
段
分
け
表
）

十          正喜
六           し
a)                     く
名         流

蒟         暑
ね         明
て         す
題         |

量 量 ]喜 量

嘉

:柔 員:す

す

争
:

じ 流 十 ず と 経 経    を
て 通 六  を の の    明
受 せ の  許 功 名    す
行 よ 名  し 徳 を
す と を  ｀

を 請

馨裂 脊挙警
て   こ   明
題   と  す
目   を
を   戒
結   む
成
す

一
、
如
末
、
斜
鮮
殴
に
思
り
た
ま
ふ
こ
と
を
嚇
す
―
口
』
議
れ
な
囃
協
こ
と
を
唱
ふ

三
五
二



〔如
来
、
舎
衛
國
に
還
り
た
ま
ふ
こ
と
を
明
す
〕

（現
代
語
課
）

（
こ

（流
通
説
の
）
第

一
に
、
如
末
が
舎
衛
國
に
お
還
り
に
な
る
中
に
つ
い
て
、
ま
た
二
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
お
還
り
に
な
る
こ
と
を
直
ち
に
口
に
出
し
て
た
た

へ
ま
す
。
貧

―
〕

第
二
に
、
勝
菫
か
ら
以
下
は
、
勝
質
夫
人
が
謹
ん
で
お
見
途
り
し
た
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
貧

ｌ
ｏ
）

（勝
蟹
夫
人
が
如
爽
を
お
見
途
り
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
）
ま
た
次
の
や
う
に
解
し
て
も
よ
い
で
せ
う
。
―
―
勝
髪
夫
人
自
身
が
城

の
外
に
出
て
お
見
途
り
申
し
あ
げ
た
、
―
―
と
。
　

ま
た
次
の
や
う
に
解
し
て
も
よ
い
で
せ
う
。
―
―

（そ
の
身
は
城
の
外
に
出
な

か
つ
た
が
、
）

た
だ
心
の
底
か
ら
謹
ん
で
お
見
途
り
申
し
あ
げ
た
、　
―
―
と
。
　

還
り
て
城
に
入
り
て
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
二
通

り
の
解
澤
が
で
き
ま
す
。

（訓
讀
文
）

射
↓
に
針
従
に
思
る
就
に
計
き
て
ぶ
ゴ
な
り
。

孵
式
に
直
ち
に
思
る
こ
と
を
囁
ふ
。

第
二
に
勝
重
従
り
以
下
、
奉
途
を
明
す
。

亦
可
な
る
べ
し
。
身
城
を
出
で
て
途
る
と
。

な
り
。

流
通
説

三
五
三

ま
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
こ
こ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
お
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
へ
り
い
り
　
し
ろ
　
　
　
ま
た
し
か

亦
可
な
る
べ
し
。
但
心
を
も
つ
て
途
る
の
み
と
。
　
還
テ
入
”
城
二も
亦
然



経
典
（嗜
あれ
嘩
』τ
一１９

爾
ノ時
〓

世
奪
放

，
勝
光
明
↓

普
″
照
ン大
衆
・フ。
　
身
昇
ン「虚

室
一高
十
七
多
羅
樹
ナ
リ０
足
歩

”虚
室
一ヮ還
コ
〓
フ舎
衛
國
一。

経
典
（嚇
雉
を
Ｙ
一１９

時
る

勝
重
夫
人
。
　
輿
二諸
ノ

春
局
一。　
合
掌
ノ向
に
．
，
佛
ら

観
ル
ニ
無
ン
厭
足
一日
不
〓暫
夕
〓

捨
・テ。

過
〓
眼
ノ境

・フ已
，
。　
踊

躍
ッ歓
喜
ソ。
各
各
稀
二
歎
シ如

末
′
功
徳
・フ。
　
具
足
ッ念
電
子

三
五
四

経
典
訓
讀
文

経
典
現
代
語
課

爾
の
時
に
、
世
奪

勝

光

明
を
放
　
　
そ
の
時
に
世
奪
は
、
素
晴
し
い
光
明
を
放
た
れ
、
集
つ
た

ち
て
普
く
大
衆
を
照
し
、
身
虚
室
　
　
大
勢
の
人
々
悉
く
を
あ
ま
ね
く
お
照
し
に
な
り
、
そ
の
身

に
昇
る
こ
と
高
さ
七
多
羅
樹
な
り
。
　

は
、
多
羅
樹
Ｔ
）の
七
倍
の
高
さ
の
天
空

に
昇
ら
れ
た
。

足
虚
室
を
歩
み
て
舎
衛
國
に
還
り
　
　
そ
の
足
で
天
室
を
歩
い
て
舎
衛
國

へ
お
婦
り
に
な
つ
た
。

た
ま
ふ
。

経
典
訓
語
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

時
に
、
勝
重
夫
人
、
　
諸

の
春
属
　
　
そ
の
時
に
勝
重
夫
人
は
、
諸
々
の
従
者
た
ち
と
共
に
、
合

と
、
合
掌
し
て
佛
に
向
ひ
た
て
ま
　
　
掌
し
て
佛
に
向
ひ
た
て
ま
つ
り
、
佛
を
厭
く
こ
と
な
く
見

つ
り
、
観
る
に
厭
足
無
く
目
暫
く
　
　
つ
め
、

（佛
が
見
え
な
く
な
る
ま
で
）
暫
く
も
目
を
放
さ

も
捨
て
ず
、
眼
の
境
を
過
ぎ
已
り
　
　
ず
、
や
が
て
佛
が
硯
界
か
ら
去
ら
れ
た
後
は
、
感
動
の
あ

て
、
踊
躍
し
歓
喜
し
て
、
各
各
如
　
　
ま
り
燿
り
あ
が
つ
て
歓
び
あ
ひ
、
お
の
お
の
如
末
の
功
徳

来
の
功
徳
を
稀
歎
し
、
具
足
し
て
　
　
を
讚
め
た
た

へ
、
満
ち
足
り
た
憶
ひ
で
佛
を
心
中
深
く
念

（１
）多
羅
樹
　
タ
ー
ラ
（
サ
ン
ス
ク
リ
ツ
ト
↓
＞
ｒ
＞
）
の
音
篤
。
イ
ン
ド
、
ビ
ル
マ
な
ど
の
海
岸
に
近
い
砂
地
に
繁
茂
す
る
熱

帯
植
物
。
綜
欄
に
似
た
樹
で
、
高
い
も
の
は
二
十
四
２
五
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
。
こ
の
多
羅
樹
を
高
さ
の
単
位
に
用
ひ
た
。



佛
ヮ
。

還
，
入
”
城
中
一。

向
ン

有
稽
王
一。
稗
二
歎
ス大
乗
・フ。

城
中
′
女
人
′
七
歳
已
上
ナ
ル
６

化
ス
ル
ニ以

，
ス大
乗
・ヮ。
友
稗
大

王
モ亦
以

，
大
乗
・フ。
　
化
メ
諸
ノ

男
子
七
歳
已
上
一
ル
る

襲
高
，

國
，
人
民
皆
向
竃
キ
大
乗
一。

（流
通
説
の
）

第

一
に
、

第
二
に
、

第
三
に
、

佛
を
念
じ
た
て
ま
つ
れ
り
。
還
り

て
城

中
に
入
り
て
、
有

稀

王
に

向
ひ
て
、
大
乗
を
稀

歎
す
。
城

中

の
対
た
の
毬
齢
酬
場
な
る
は
、
伊

だ
い
じ
よ
う
　
も
つ
　
　
　
　
　
　
う
し
よ
う
だ
い

す
る
に
大
乗
を
以
て
す
。
友
稽
大

王
も
亦
大
乗
を
以
て
、
諸
の
男
子

七
歳
己
上
な
る
を
化
す
。
國
を
拳

り
て
対
財
齢
対
赳
ぽ
献
ひ
に
き
。

〔
正
し
く
流
通
を
明
す
〕

（現
代
語
辞
）

（一
し

第
二
に
、
正
し
く
流
通
を
説
明
す
る
中
に
つ
い
て
ま
た
分
け
て
四
つ
に
し
ま
す
。

（如
末
は
、
こ
の
経
典
の
流
通
を
、
）
ン」
れ
か
ら
附
託
し
よ
う
と
し
て
先
づ
衆
生
を
集
め
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

含
一１
０
）

天
帝
澤
…
…
に
向
ひ
て
か
ら
以
下
は
、
衆
生
の
た
め
に
、
ま
た
廣
く
此
の
経
典
を
説
き
ま
す
。
（二
１
０
）

説
き
已
り
て
、
帝
澤
に
告
げ
て
か
ら
以
下
は
、
帝
澤
天
に
附
託
し
て
、
天
上
界

（イ
ン
ド
の
紳
々
の
世
界
）
に
流
通
さ
せ

流
通
説
　
　
　
一二
五
五

じ
た
て
ま
つ
た
。

（そ
れ
か
ら
勝
重
夫
人
は
）
還
つ
て
城

の
中

に
入
り
、

（夫
の
）
友
稀
王
に
向

つ
て
大
乗
の
教

へ

を
讚
め
た
た

へ
た

の
で
あ
る
。

（勝
髪
夫
人
は
）
城
の
中

の
七
歳
以
上
の
女
子
を
大
乗
の
教

へ
を
も

つ
て
教
化
し
た
。

友
稀
大
王
も
ま
た
、
大
乗
の
教

へ
を
も

つ
て
、
諸
々
の
七

歳
以
上
に
な
る
男
子
を
教
化
し
た
。
國
中
撃
つ
て
人

々
は

み
な
大
乗
の
教

へ
に
向
つ
た
の
で
あ
る
。



三
五
六

ま
す
。
（二
―
口
）

第
四
に
、
復
阿
難
に
告
げ
た
ま
は
く
か
ら
以
下
は
、
阿
難
に
附
託
し
て
、
此
の
経
典
を
人
間
世
界
に
流
通
さ
せ
ま
す
。
公
一―
四
）

（訓
讀
文
）

第
二
に
正
し
く
流
通
を
明
す
に
就
き
て
、
又
分
ち
て
四
と
篤
す
。

第

一
に
格
に
附
嘱
せ
ん
と
欲
し
て
先
づ
衆
を
集
む
る
こ
と
を
明
す
。

孵
ゴ
に
献
一焉
献
熙
´
…
一行
り
卵
Ｗ
ヽ
私
の
朧
に
往
鹿
く
雌
の
結
Ｐ
計
く
。

第
二
に
読
キ
已
，。
告
ジ
帝
澤
一従
り
以
下
、
帝
繹
に
附
し
て
天
上
に
流
通
す
。

第
四
に
復
告
ノ
ェ

，
阿
難
一従
り
以
下
、
阿
難
に
附
し
て
人
間
に
流
通
す
。

経
典
（統
め
獣
盪
喉
勤
）
２
‐
９

　

紅
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

爾
′時
ら

世
奪
入
”
祗
桓
林
一。
　

爾
の
時
に
、
世
阜
祗
桓
林
Ｔ
）
に
入
　
　
そ
の
時
に
世
奪
は
、
祗
桓
林
に
入
ら
れ
て
、
長
老
の
阿
難

告
ノ
長
老
阿
難
一。
及
ビ
念
ジ
ェ
フ　
　
リ
て
、
長
老
阿
難
に
告
げ
、
及
び
天
　
　
を
お
呼
び
に
な
り
、
併
せ
て
帝

繹

天
を
↑
」
こ
に
末
る
や

天
帝
繹
・フ。
應
”
時
ら
　
帝
澤
　
　
帝
繹
っ
）を
念
じ
た
ま
ふ
。
　
時
に
　
　
う
に
と
）
心
（り
中
で
念
じ
ら
れ
た
。
そ
の
時
に

（世
奪
の

異
二
諸
ノ春
局
・０忽
然
；
而
至
，　
　
應
じ
て
、
帝
繹

識
も

が
割
顧
と
ヽ
忽
　
　
念
じ
に
）
應
じ
て
帝
澤
天
は
諸
々
の
従
者
を
ひ
き

つ
れ
て
、

住
ン
ヌ於
佛
前
一。
　
　
　
　
　
　
　
然
と
し
て
至
り
て
佛
前
に
住
し
ぬ
。
　

忽
然
と
し
て
佛
の
前
に
現
は
れ
た
。

（１
）祗
桓
林
　
漢
課
の
ｒ
椰
経
訃
獄
殴
の
略
。
諄
殴
樹
鋭
魔
建
て
ら
れ
て
ゐ
た
。



（２
）
天
帝
澤
　
帝

繹

天
と
も
い
ふ
。

も
と
は
イ
ン
ド
ラ
と
い
ふ
ヒ
ン
ゾ
ー
教
の
耐
で
あ
り
、　
イ
ン
ド
の
紳
々
の
帝
王
で
、

方
を
守
護
す
る
と
さ
れ
る
。
佛
教
に
婦
依
し
、
佛
教
の
守
護
諄
と
な
つ
た
。
須
爾
山
の
頂
上
に
住
む
。

経
典
（離な説
∽
）２
‐
９

爾
′時
ら

世
奪
。

向
”
天
帝

澤
及
ビ
長
老
阿
難
一。
　
廣
夕
読

蟄
ラ
此
′経

・フ。

経
典
（厭証江
Ｙ
二１
９

説
．
己
テ。
告
”
帝
繹
誓
一
‘^

汝
営
」
受
二持
ッ讀

〓
誦
ス此
ノ経

・フ。
僑
層
迦
。
善
男
子

・
善
女

人
ァ
ッζ

於
，

恒
沙
劫
一修
ン菩

提
ノ行

・フ行
コ
ン
一一六
波
羅
蜜
・フ。

若
ッ復
善
男
子

・
善
女
人
ァ
ッる

聴
二受
シ讀

〓
誦
シ乃

四
至
執
五持

セ
ス
経
巷
・フ。
一幅
多
ン於
彼
一り
も

経
典
訓
讀
文

献
の
嚇
に
、
ど
鋭
、
斎
献
番

財

び
長
老
阿
難
に
向
ひ
て
、
廣
く
此

の
経
を
読
き
た
ま
ふ
。

組
典
訓
讀
文

説
き
已
り
て
、
帝
澤
に
告
げ
て
言

は
く
。　
配
ぢ肇

に
け
の
繊
プ
難
げ

し
課
議
す
べ
し
。　
儒
月
ど

割ヽ
射

計
。
割
姑
ん
あ
つ
て
ヽ
匡
洪
場
に

薦
て
ぎ
州
の
従
′
場
し
滋
灘
謄
饗

を
征
ど
ん
に
、
か
し
律
割
別
子
・

封
妊
ん
あ
つ
て
ヽ
結
観
を
辮
甦
ピ

課
記
し
双
摯
報
機
せ
ん
は
、
政
御

経
典
現
代
語
課

そ
の
時
に
世
箪
は
、
帝
澤
天
及
び
長
老
の
阿
難
に
封
し
て
、

（衆
生
の
た
め
に
）
廣
く
此
の
経
典
を
お
説
き
に
な
つ
た
。

経
典
現
代
語
課

（如
末
は
こ
の
経
典
を
）
説
き
絡
つ
て
、
帝
澤
天
に
告
げ

て
言
は
れ
た
。

「
お
前
は
、　
此
の
経
を
受
持
し
、
讀
誦
し

な
さ
い
。
僑
層
迦

（帝
澤
天
が
人
間
で
あ
つ
た
時
の
姓
）
よ
、

善
男
子

。
善
女
人
で
、
ガ
ン
ジ
ス
河
の
砂
の
敷
ほ
ど
の
無

限
に
長
い
間
に
、
菩
提
に
至
る
修
行
を
つ
み
、
六
波
羅
蜜

（橋
ぽ

・
ぽ
獄

・
続
殷

・
縁
遊

・ん
蔵
赳

。う
蟹
３

を
行
ず
る
な

ら
ば
、
（大
き
な
一帽
を
得
ら
れ
る
が
、
）
若
し
ま
た
、
善
男

子

・
善
女
人
で
、
此
の
経
巷
を
聴
受
し
、
讀
誦
し
、
更
に

流
通
説
　
　
　
一二
五
七



何
二況
ンャ廣
″
篤
四
人
ノ説
ヵ
ンζ
０

是
′
故
二僑
層
迦
０
営
下二讀
二誦
ノ

此
′経
・ヮ。
篤
一三
一十
三
天
・ノ分

別
シ廣
読
麟
。

よ
り
も
多
し
。
何
に
況
ん
や
廣
く

人
の
篤
に
説
か
ん
を
や
。
是
の
故

に
僑
戸
迦
、
営
に
此
の
経
を
讀
誦

さ
ん
じ
ゆ
う
さ
ん
て
ん
　
　
　
　
た
め
　
　
ι
ん
べ
つ

し
て
、
三
十
三
天
Ｔ
）の
篤
に
分
別

三
五
八

執
持
す
る
な
ら
ば
、
一帽
は
前
者
よ
り
も
多
い
。
ま
し
て
廣

く
人
々
の
た
め
に
此
の
経
典
を
読
く
な
ら
ば
、
一幅
は
更
に

多
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
故
に
僑
月
迦
よ
、
此
の
経
典
を

讀
誦
し
て
、
三
十
三
天
の
た
め
に
、
事
を
分
け
て
誰
に
で

し
廣
読
す
べ
し
と
。
　
　
　
　
　
　
　
も
理
解
し
や
す
い
や
う
に
、
廣
く
説
き
な
さ
い
。
」
と
。

（１
）三
十
三
天
　
須
爾
山
の
頂
上
に
ゐ
る
と
さ
れ
る
イ
ン
ド
の
諄
々
。
中
央
に
帝
澤
天
が
ゐ
て
、
頂
上
の
四
方
に
各
八
人
の
天

が
ゐ
る
の
で
、
合
せ
て
三
十
三
天
と
な
る
。
三
十
三
天
を
切
利
天
と
も
言
ふ
。

経
典

（麒
馴
江
）
（二
―
四
）
　
　
　
経
典
訓
讀
文
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
経
典
現
代
語
課

復
告
ノ
〓

，
阿
難
一。
汝
モ亦
受
　
　
復
阿
難
に
告
げ
た
ま
は
く
。
汝
も
　
　
ま
た
阿
難
に
告
げ
て
言
は
れ
た
。

「
汝
も
ま
た
、

此
の
経

持
シ讀
誦
ッ。　
篤
〓二四
衆
・ノ廣
夕　
　
亦
受
持
し
讀
誦
し
て
、
四
衆
の
篤
　
　
典
を
受
持
し
、
讀
誦
し
て
、
四
衆

（出
家
の
男
女
と
在
家
の

説
タペ
ｒ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
廣
く
説
く
べ
し
と
。
　
　
　
　
　
　
男
女
）
の
た
め
に
廣
く
説
き
な
さ
い
。
」
と
。

〔御
語
澤
〕

（現
代
語
詳
）

帝
繹
は
、
佛
の
檀
越

（佛
教
の
守
護
者
）
で
あ
り
ま
す
。
常
に
読
法
を
佛
に
請
ふ
主
で
あ
り
ま
す
。
　

阿
難
は
、
佛
の
お
傍
に
親
し

く
お
仕

へ
し
て
ゐ
る
人
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
ま
た
、
読
法
を
最
も
多
く
聞
い
て
、
読
法
を
最
も
多
く
記
憶
し
て
ゐ
ま
す
。
　

此
の

二
人
に
流
通
を
附
託
し
た
の
は
、
以
上
の
理
由
か
ら
で
あ
り
ま
す
。



（訓
讀
文
）

献
職
ぼ
き
れ
に
の
藍
趣
な
り
。
悔
に
湖
を
識
デ
る
の
封
が
り
。

り
。
け
の
ｒ
た
に
階
ぼ
す
る
デ
瞬
な
り
。

呼
蹴
は
慧
れ
鷹
の
競
伊
な
り
。
斜
ね
て
は
毎
グ
醜
な

〔十
六
の
名
を
列
ね
て
題
目
を
結
成
す
〕

（現
代
語
詳
）

（一じ

（流
通
説
の
）
第
三
に
、
十
六
の
名
稀
を
列
撃
し
、
此
の
経
典
の
題
名

（一
）

と
各
章
の
名
総

（十
四
）
と
を
最
終
的
に
決
定
す
る

に
つ
い
て
、
印
ち
七
つ
あ
り
ま
す
。

第

一
に
、
帝
繹
天
が
、
此
の
経
典
に
名
稗
を
附
し
て
欲
し
い
と
申
し
出
る
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。
舎
一―
い
）

第
二
に
、
佛
帝
澤
に
告
げ
た
ま
は
く
か
ら
以
下
は
、
如
末
が
こ
の
経
典
の
功
徳
を
讚
歎
し
ま
す
。
〇
一１
０
）

第
三
に
、
橋
戸
迦
か
ら
以
下
は
、
（此
の
経
典
に
名
構
を
附
し
て
欲
し
い
と
い
ふ
願
ひ
を
聞
き
入
れ
て
、
）
そ
の
名
稀
を
読
く
こ
と

を
應
諾
し
、
し
つ
か
り
と
聴
く
や
う
に
戒
め
ま
す
。
ｅ
一―
口
）

第
四
に
、
時
に
、
天
帝
繹
か
ら
以
下
は
、
（帝
繹
天
と
阿
難
と
が
、
如
末
の
）
仰
せ
を
謹
ん
で

群
ま
り
ま
す
。
（三
―
〕

第
五
に
、
佛
の
言
は
く
。
此
の
経
を
ば
か
ら
以
下
は
、
正
し
く
十
六
の
名
稗
を
列
撃
し
、
此
の
経
典
の
題
名
と
各
章
の
名
稀
と
を

最
終
的
に
決
定
し
ま
す
。
舎
一ｌ
ｍ
）

然
し
な
が
ら
、
此
の
経
典
は
、
既
に
上
述
の
十
四
章
を
正
説
と
し
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
な
ら
ば
此
の
経
典
の
名
稀
も
ま
た
、
十
四

流
通
説

　
　
一二
五
九



一三
ハ
○

あ
れ
ば
よ
い
筈
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
今
、
経
典
が
列
拳
し
て
ゐ
る
の
は
、
そ
の
中
に
二
つ
加

へ
て
合
計
し
て
十
六
の
名
稀

が
あ
り
ま
す
。　
一
つ
に
は
、
勝
菫
師
子
吼
と
名
づ
け
、
是
の
如
く
受
持
す
べ
し
と
あ
り
ま
す
。
二
つ
に
は
、
復
次
に
橋
戸
迦
、

此
の
経
に
説
く
所
は
、
断

一
切
疑
決
定
了
義

入

一
乗
道
と
名
づ
け
ま
す
。
し
か
る
に
、
こ
の
二
つ
の
名
稀
に
相
應
し
た
特

別
の
章
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
の

一
つ
の
名
稀

籐

重
師
子
吼
）
は
、
た
だ
此
の
経
典
全
饉
を
通
じ
て
、
（
こ
れ
を
説
い
て
ゐ
る
勝

蟹
と
い
ふ
）
人
の
名
稀
を
以
て
、
そ
の
読
く
と
こ
ろ
の
教

へ
全
證
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、　
後
の

一
つ
の
名
稗

（
一
丞
）
は
ま

た
、
此
の
経
典
全
證
に
亘
つ
て

一
貫
し
て
読
か
れ
て
ゐ
る
道
理
を
取
り
學
げ
て
、
此
の
経
典
に
名
づ
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
此
の
経
典
の
十
四
章
は
、
そ
の
名
稗
と
そ
の
内
容
と
は
、
各
章
そ
れ
ぞ
れ
別
々
で
あ
り
ま
す
。　
で
す
か
ら

（十
四
章

の
名
稀
は
、
）
此
の
経
典
の
巷
首
に
題
名
と
し
て
撃
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
故
に
、
此
の
二
つ
の
名
稀

（勝
重
師
子
吼

・
一
乗
）
を
取
り
學
げ
て
、
此
の
経
典
の
巷
首
の
題
名
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
経
典
の
題
名
に
勝
菫
師
子
吼
と
云
ふ
の

は
、
こ
れ
は

（今
こ
こ
に
學
げ
る
十
六
の
名
稽
の
中
の
）
第
十
五
番
目
の
名
稀
を
學
げ

た

の
で
あ
り
、　
一
乗

大
方
便
方
度
と

い
ふ
の
は
、
第
十
六
番
目
の
名
稀

（断
一
切
疑
決
定
了
義

一
乗
道
）
を
拳
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

第
六
に
、
橋
Ｆ
迦
、
今
此
の
説
…
…
を
以
て
か
ら
以
下
は
、
如
末
が
重
ね
て
流
通
せ
よ
と
勘
め
ま
す
。
含
一―
肉
）

第
七
に
、
帝
澤
、
佛
に
自
し
て
言
は
く
か
ら
以
下
は
、
如
末
の
仰
せ
を
奉
じ
て
、
受
持
し
、
行
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
〇
一―
〕

（訓
讀
文
）

だ
い
さ
ん
　
　
じ
ゆ
う
ろ
く
　
な
　
　
　
つ
ら
　
　
　
　
だ
い
も
く
　
　
け
つ
し
よ
う
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
す
た
は
　
し
ち
あ

第
三
に
十
六
の
名
を
列
ね
て
題
目
を
結
成
す
る
に
就
き
て
、
印
ち
七
有
り
。



舞
ぃちに
畿
機
Ｘ
織
″
智
を
計
ふ
を
嚇
す
。

籍
ｒ
に
鷹
ぽ
ノ
〓

，
就
職

行
リ
ガ
ｗ
ヽ
妍
恭
ヽ
続
が
プ
徴
を
難
ず
。

孵
式
に
僣
尉
ど
管
り
卵
Ｗ
ヽ
計
く
こ
と
を
設
し
嚇
く
こ
と
を
理
廿
。

期
叶
に
囃
ら

驚
献
職

行
り
喋
ｗ
ヽ
識
を
利
ず
。

孵
ｒ
に
鷹
′認
ダ
。
げ
ノ繊
Ｐ
行
り
喋
ず
ヽ
藤
し
く
罰
規
が
響
を
死
ね
て
朦
験
を
経
雌
ず
。

羅
る
に
は
の
結
ぽ
療
に
二
の
母
鴎
載
ど
瞬
て
甦
朧
ど
鮮
す
。
販
ザ
響
も
蒸
母
配
秒
る
べ
し
。
融
る
に
築
鶏
ぬ
る
朝
、

ゴ
を
ぼ
し
て
ゲ
し
て
轟
た
が
響
粋
り
。
く
に
勝
雌

耐
子
幅
と
響
づ
け
ヽ
妊
”殿
ノ難
貯
癸
る

「
一に
征
燕
二騰
ぅ丹
ど
０

ば
ノ饉
↓離
』譜
る

蹴

一、、っ驚
ポ
燿
越

碇
撃
ュ智
ぃ「
轟
句
遅
と
響
づ
く
。
融
る
に
雌
の
ゴ
の
グ
は
甦
に
圧
献
鮮
し
。
耐

の
ぃｔ

の
グ
は
麟
慧
れ
溺
じ
て
だ
の
が
を
瞬
て
ォ
の
帰
部
の
ぃ一っ変
ど
盤
υ
ヽ
犯
の
ぃち

の
響
は
ふ
続
じ
て
難
の
臓
謝
の

ｒ
を
ァ
リ
て
雌
の
結
ピ
Ｐ
づ
く
る
こ
と
を
ぼ
す
。
羅
る
に
は
の
場
ぅ叶
し義

は
既
ザ
難
の
響
と
献
と
ぉ鴛
の製

な
り
。

瞬
て
役
の
軸
に
麻
す
菅
か
ら
ず
。
Ｐ
孵
に
雌
の
ｒ
の
グ
を
響
げ
て
瞬
て
齢
ぼ
と
が
す
な
り
。
総
ゲ
ぼ
に
麟
黎
耐
テ

く
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・」
れ
　
　
だ
い
じ
ゆ
う
ご
　
　
な
　
　
　
あ
　
　
　
　
　
い
ち
し
よ
う
だ
い
ほ
う
べ
ん
に
う
こ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
じ
ゆ
う
ろ
く
　
　
な
　
　
　
あ

吼
と
云

へ
る
は
、
此
は
第
十
五
の
名
を
拳
げ
、　
一
乗

大
方
便
方
度
と
い
ふ
は
、
第

十

六
の
名
を
撃
ぐ
。

第
六
に
橋
Ｆ
迦
。
今
以
ン
此
′
説
…
…
一フ従
り
以
下
、
重
ね
て
流
通
せ
よ
と
勤
む
。

第
七
に
帝
繹
。
白
い
佛
碁
曰ク
従
り
以
下
、
旨
を
奉
じ
て
受

行
す
る
な
り
。

流
通
説

一一一一ハ
一



経
典
（姉課Ｆ椰
嚇銘）２
‐９
　
経
典
訓
語
文

一一一一ハ
二

組
典
現
代
語
諄

そ
の
時
に
帝
澤
天
は
、

佛
に
申
し
あ
げ
て
言
つ
た
。

「
世

奪
よ
。
営
に
、
こ
の
経
典
を
何
と
名
づ
け
る
べ
き
で
あ
り

ま
せ
う
か
。
何
と
名
づ
け
て
奉
持
す
べ
き
で
あ
り
ま
せ
う

か
。
」
と
。

経
典
現
代
語
課

佛
は
、
帝
繹
天
に
告
げ
て
言
は
れ
た
。

「
此
の
経
典
は
無
量
無
邊
の
功
徳
を
成
就
し
て
ゐ
る
。
　
一

切
の
馨
聞
や
縁
覺
は
、

（此

の
経
典
の
功
徳
を
）
究
寛
す

る
こ
と
も
、
観
察
す
る
こ
と
も
、
知
見
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
」

経
典
現
代
語
課

「
僑
層
迦

（帝
繹
天
）
よ
、　
よ
く
知
り
な
さ
い
。

此
の
経

典
は
甚
だ
意
味
が
深
く
徴
妙
で
あ

つ
て
、
大
功
徳
の
衆
り

で
あ
る
。
今
ま
さ
に
、
お
前
の
た
め
に
其
の
名
稽
の
概
略

時
ら

天
帝
澤
。
自
”
佛
誓
ロタ。

世
奪
。
営
一何
ンガ
名
ツ
タ
斯
ノ経

″。
云
何
ンガ
奉
持
ン上
う
も

雌
に
、
蔑
献
雛
ｘ
産
に
就
し
て
計

は
く
。
世
奪
。
営
に
何
ん
が
斯
の

絡
を
名
づ
く
べ
き
。
云
何
ん
が
奉

持
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
。

経
典
（珈
欲
ど
難
わ
）
Ξ
‐
９
　

　

経
典
訓
讀
文

佛
告
プ
玉

，
帝
繹
一。　
　
　
　
　
　
佛
帝
澤
に
告
げ
た
ま
は
く
。

此
′
経
ハ成
二
就
セ
ッ
無
量
無
邊
′　
　
此
の
経
は
無
量
無
邊
の
功
徳
を
成

功
徳
・フ。　
一
切
′
馨
聞

・
縁
覺
　
　
就
せ
り
。　
一
鷲
の
馨
聞

・
縁
覺
は
、

。^
不
ン
能
二^
究
寛
ン。
観
察
シ。　
　
究
寛
し
、
観
察
し
、
知
見
す
る
こ

知
見
一スル
‥
　
　
　
　
　
　
　
　
と
能
は
ず
。

経
典
（蹴
ヽ
一」
２
盪
辮
“
τ
・Ｔ
９
　
組
典
訓
讀
文

僑
戸
迦
。
営
昨
知
ル●
此
′経

　^
　
情
層
迦
、
営
に
知
る
べ
し
。
此
の

甚
深
徴
妙
テ
大
功
徳
′
楽
ナ
ι
　
　
組
は
甚
深
微
妙
に
し
て
大
功
徳
の

今
措
〓二馬
昨
汝
ガ
略
ソ
説
ン
其
′名
　
　
烈
な
り
。
銀
燦
に
配
が
篤
に
囃
び



・フ。
諦
二聴
キ
諦
二聴
■
０
善
″
思
二

念
セ
ロ．
之
・フ。

経
典

（旨
を
奉
ず
）
（三
１
９

時
ら

天
帝
繹
及
ピ
長
老
阿
難
。

自
”
佛
誓
ロ
タ。
　
善
哉
世
奪
。

唯
然
，
受
け
ント
教
フ。

紹
苫
〈
颯
れ
鰍
け
奮
駒
）
舎
一ｌ
ｍ
）

佛
′言
■
も
此
′組
フ
バ。
歎
如
末

員
賓
第

一
義
功
徳
卜
云
０
如
”

是
ノ
受
持
スペ
る
　

不
思
議
大

受
卜
云
。
如
”
是
′
受
持
スペ
る

一
切
願
撮
大
願
卜
云０
如
″

是
′
受
持
スペ
‘
　

説
不
思
議

揖
受
正
法
卜
云
０
如
降
是
′
受
持

て
其
の
名
を
読
く
べ
し
。
諦
か
に

聴
き
諦
か
に
聴
き
、
善
く
之
を
思

念
せ
よ
と
。

経
典
訓
語
文

曝
に
、
意
献
機
く財

びち則
者
呼
難
ヽ

産
に
離
し
て
計
は
く
。
書
き
認
耀

鎌
。
囃
窓
り
灘
へ
を
ぞ
け
ん
と
。

経
典
訓
讀
文

鷹
の
記
ぼ
く
。
け
の
組
グ
ば
、
就

妊
恐
甦
毘
舞
卦ちデ
オ
徴
と
い
ふ
。

選
の
妊
く
凱
が
す
べ
し
。
　
稽
計

デ
ぶ
難
と
い
ふ
。
選
の
妊
く
難
が

す
べ
し
。　
コっ妹
耐
戯
つぶ
則
と
い

ふ
。
ぼ
の
婿
く
難
ぽ
す
べ
し
。

謝
″
辟
評
銃

難
雌

河
と
い
ふ
。

を
説
明
し
よ
う
。
心
を
傾
け
て
よ
く
聴
き
、
よ
く
聴
き
、

そ
し
て
深
く
こ
れ
を
考

へ
な
さ
い
。
」
と
。

経
典
現
代
語
認

そ
の
時
に
、
帝
澤
天
及
び
長
老
の
阿
難
は
、
佛
に
申
し
あ

げ
て
言
つ
た
。
「
有
難
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
、
世
奪
よ
。

仰
せ
の
通
り
お
教

へ
を
受
け
ま
せ
う
。
」
と
。

経
典
現
代
語
課

佛
が

（次
の
通
り
に
）
仰
せ
ら
れ

た
。
フ
」
の
経
典
を
、

″
如
末
の
員
賓
第

一
義

の
功
徳
を
歎
ず
″
参
一佛
員
賞
功
徳

章
）
と
い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。
　

″
不

思
議
の
大
受
″
（十
大
受
章
）
と
い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り
に

受
持
し
な
さ
い
。
　
　
三

切
の
願
を
撮
め
と
る
大
願
″
舎
一

大
願
章
）
と
い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。
（以

上
、
太
子
『義
疏
』
の
「自
分
行
し
　

″
不
思
議
の
撮
受
正
法

流
通
読

　
　
一二
ハ
三



スび
。
　

読
入

一
乗
卜
云
０
如
”

是
′
受
持
スペ
‘
　

説
無
邊
聖

諦
卜
云
０
如
”
是
ノ
受
持
スペ
‘

説
如
末
蔵
卜
云
。
如
″
是
′
受
持

スす
。　
　
説
法
身
卜
云
。
如
″

是
′
受
持
スペ
る
　

読
室
義
隠

覆
員
賓
卜
５
　
如
”
是
′
受
持
ス

す
。
　

説

一
諦
卜
云
。
　

如
″

是
ノ
受
持
スベ
る
　

読
常
住
安

穏

一
依
卜
云
。
如
”
是
′
受
持
スペ

シ。
　

説
顛
倒
員
賓
卜
云
。
如
”

是
′
受
持
スペ
‘
　

　

読
自
性

清
浄
心
隠
覆
卜
云
。
如
”
是
′受

持
スベ
る
　
　
読
如
末
員
子
卜云。

如
”
是
′
受
持
スベ
‘
　
　
説
勝

段
の
妊
く
難
が
す
べ
し
。
　
　
議

入
一
乗
と
い
ふ
。
是
の
如
く
受
持

す
べ
し
。
　
謝
鮮
遠
墾
誰
ど
い
ふ
。

段
の
妊
く
難
ぽ
す
べ
し
。
　
議
妍

鷲
所
と
い
ふ
。
殿
の
妊
く
難
ぼ
す

べ
し
。
　
説
法
身
と
い
ふ
。
是
の

妊
く
難
が
す
べ
し
。
　
議
場
ギ
騰

覆
鳳
難
と
い
ふ
。
選
の
妊
く
郵
ぽ

す
べ
し
。
　
説
一
講
と
い
ふ
。
是

の
だ
く
難
が
す
べ
し
。　
　
諾
じ常

齢
究
膨

一んい健
と
い
ふ
。
殿
の
妊
く

剛
計
す
べ
し
。
　
謝
驚
鰐
此
筆
と

い
ふ
。
是
の
如
く
受
持
す
べ
し
。

議
耐
崎

満
囃

戯
駐
覆
と
い
ふ
。

選
の
妊
く
難
が
す
べ
し
。
　
議
妍

三
六
四

を
読
く
″
篠
受
正
法
章
）
と
い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り
に
受

持
し
な
さ
い
。　
″
一
乗
に
入
る
を
読
く
矢

一
乗
章
）
と
い
ふ
、

こ
の
名
の
通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。
（以
上
、
太
子

『義
疏
』

の

「他
分
行
し
　

″無
邊
聖
諦
を
読
く
″
（無
邊
聖
諦
章
）
と

い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。
　
″
如
末
蔵
を

読
く
″
（如
末
蔵
章
）
と
い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り
に
受
持
し

な
さ
い
。

″
法
身
を
読
く
″
（法
身
章
）
と
い
ふ
、　
こ
の
名

の
通
り
に
受
持
し
な
さ

い
。
　
″
室
の
義
が
員
賓
を
隠
覆

す
る
を
読
く
″
（空
義
隠
覆
章
）
と
い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り

に
受
持
し
な
さ
い
。　
″
一
諦
を
読
く
″
盆

諦
章
）
と
い
ふ
、

こ
の
名
の
通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。
　
″
常
住
安
稔
な
る

一

依
を
読
く
″
盆

依
章
）
と
い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り
に
受
持

し
な
さ
い
。
　

″
顛
倒
と
員
賓
を
説
く
″
（顛
倒
員
寅
章
）
と

い
ふ
、
こ
の
名
の
通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。
　
″
自
性
清
浄

心
の
隠
覆
を
説
く
″
（自
性
清
浄
章
）
と
い
ふ
、
こ
の
名
の



菫
夫
人
師
子
吼
卜云。
如
”
是
′

受
持
スベ
る
　

復
次
二僑
月
迦
０

此
ノ経
二所
い
説
夕。
断

一
切
疑

決
定
了
義

入

一
乗
道
卜云
す
ふ

緩
典
（遺
轟
ど
飾
樋
）
（三
―
●

僑
層
迦
。
今
以
”
此
′説
勝
髪

夫
人
師
子
吼
組
・フ。　
付
〓
嘱
ス

於
汝
一。
乃
至
法
′
住
セ
ン
ス
０

受
持
シ。
讀
誦
ン●
廣
ク
分
別
ソ

罫閾
タ
ベ
ット
。

経
典

（“
競
群
九
）
（三
１
９

帝
澤
。

自
の
佛
彗
百
ク。

善
哉

末
員
子
と
い
ふ
。
是
の
如
く
受
持

す
べ
し
。　
　
説

勝
重

夫
人
師
子

吼
と
い
ふ
。
是
の
如
く
受
持
す
べ

し
。
　

復
次
に
僑
層
迦
、
此
の
経

に
読
く
所
は
、
　
断

一
切
疑
決

定

了
義

入

一
乗

道
と
い
ふ
な
り
と
。

経
典
訓
讀
文

き
よ
う
し
か
　
　
　
い
ま
こ
　
　
　
せ
つ
し
よ
う
ま
ん
‘
に
ん
し

僑
層
迦
。
今
此
の
説
勝
重
夫
人
師

子
囁
綺
″
瞬
て
ヽ
配
ぼ
伊
啜
す
。

乃
至
法
の
住
せ
ん
に
は
、
受
持
し
、

讀
誦
し
、
廣
く
分
別
し
て
読
く
べ

し
と
。

経
典
訓
語
文

帝
澤
、
佛
に
自
し
て
言
は
く
。
善

通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。
　

″如
来
の
員
子
を
読
く
″

（員

子
章
）
と
い
ふ
、　
こ
の
名
の
通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。

″
勝
髪
夫
人
の
獅
子
吼
を
説
く
″
（経
題
）
と
い
ふ
、　
こ
の

名
の
通
り
に
受
持
し
な
さ
い
。
　

ま
た
大
に
僑
層
迦

（帝

澤
天
）
よ
、　
此
の
経
典
の
読
く
と
こ
ろ
は
、
　
″
一
切
の
疑

ひ
を
断
じ
、　
決
定
し
た
大
乗
の
道
理
、
　
一
乗
に
入
る
道
″

（組
題
）
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
」
と
。

経
典
現
代
語
課

「
僑
Ｆ
迦
よ
。

今
此
の
読
勝
肇
師
子
吼
経
の
流
通
を
、　
お

前
に
附
託
す
る
。
此
の
世
で
法
を
説
い
て
、
そ
の
法
が
住

ま
る
限
り
、
受
持
し
、
讀
誦
し
、
廣
く
、
事
を
分
け
て
誰

に
で
も
理
解
し
や
す
い
や
う
に
読
き
な
さ
い
。
」
と
。

経
典
現
代
語
課

帝
澤
天
が
佛
に
申
し
あ
げ
て
言
ふ
に
は
、
「
有
難
い
こ
と

流
通
説
　
　
　
一三
ハ
五



世
奪
。
　
頂
〓
受
セ
ン
ト
奪
教
・フ０

時
二天
帝
澤
。
　
長
老
阿
難
。

及
ピ
諸
′
大
會
′
天

。
人

・
阿

修
羅

・
乾
閾
婆
等
。
聞
”
佛
ノ

所
説
・フ。
歓
喜
奉
行
シ．
。

き
哉
世
筆
。
奪
教
を
頂
受
せ
ん
と
。

雌
に
対
献
離
ｘ
難
親
鴎
競
ヽ
財
び

識
‥

の
対
争
の
薙
。
た
。
け
場
貯

〓
一二ハ
エハ

で
ご
ざ
い
ま
す
、
世
奪
よ
。
奪
い
お
教

へ
を
か
た
じ
け
な

く
お
受
け
い
た
し
ま
す
。
」
と
。　
そ
の
時
、

帝
繹
天
、
長

老
の
阿
難
、
及
び
こ
の
佛
の
説
法
の
會
座
に
集
つ
て
ゐ
た

諸
々
の
天

（イ
ン
ド
の
耐
々
）、
人
間
、
阿
修
羅
Ｔ
）、
乾
闊
婆

・
朝
配
夢
響
ヽ
鷹
の
屍
記
を
離
き

て
、
歓
喜
奉
行
し
き
。
　
　
　
　
　
　
（ι
た
ち
は
、
佛
の
所
説
を
聞
い
て
、
歓
喜
し
、

こ

の
教

へ
を
奉
じ
て
行
じ
た
の
で
あ
る
。

（１
）
阿
修
羅
　
＞
鵞
厠
＞
の
音
篤
。
イ
ン
ド
古
代
で
は
戦
問
を
事
と
す
る
悪
諄
と
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
後
に
佛
法
を
守
護
す
る
八

部
衆
の
一
と
さ
れ
、
須
蒲
山
の
下
の
大
海
底
に
住
居
が
あ
る
と
い
ふ
。

（２
）乾
田
婆
　
Ｏ
≧
ｚ
∪
口
＞
”
く
＞

の
音
篤
。
帝
澤
天
に
仕
へ
て
音
榮
を
奏
し
た
者
。　
佛
法
を
守
護
す
る
八
部
衆
の
一
と
さ
れ

て
ゐ
る
。

『
燿
蛛
献
静
勝
重
組
義
疏
の
現
代
語
詳
と
研
究
』
完



あ

と

が

き

夜
久
正
雄
記

本
書
を
生
み
出
し
ま
し
た
そ
の
も
と
は

『
上
巷
』
の

「
は
し
が
き
」
に
あ
り
ま
す
や
う
に
、
前
後
九
名
の
共
同
研
究
者
の

「
輪
讀
」

で
あ
り
ま
す
。

「
輪
讀
」
と
い
ふ
言
葉
を
辞
書
で
引
い
て
み
ま
す
と
、
次
の
や
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

「
輸
番
に
讀
書
す
る
こ
と
。
敷
人
が
順
番
に

一
つ
の
本
を
讀
み
解
澤
研
究
な
ど
を
す
る
こ
と
」

簡
単
に
言

へ
ば
こ
の
通
り
で
す
。

さ
て
、
こ
れ
も

『
上
巻
』
の

「
は
し
が
き
」
に
あ
り
ま
す
や
う
に
、
本
書
は
、
黒
上
正

一
郎
先
生
の
遺
著

『
聖
徳
太
子
の
信
仰
思

想
と
日
本
文
化
創
業
』
を
経
承
す
る
聖
徳
太
子
研
究
の
成
果
の

一
つ
な
の
で
す
が
、
黒
上
先
生
は
昭
和
五
年
九
月
二
十

一
日
に
三
十

歳
の
若
さ
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
後
、
先
生
の
あ
と
を
慕
ふ

「
一
高
昭
信
會
」
（薔
制
第

一
高
等
學
校
内
の
文
化
国
證
）

の
會
員
は
、
右
の
遺
著

（
及
び
黒
上
先
生
の
師
事
さ
れ
た
三
井
甲
之
先
生
著
の

『
明
治
天
皇
御
集
研
究
し

の
輪
讀
を
、

會

の
中
心

の
行
事
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が

つ
て
、
本
書
の
も
と
と
な
つ
た
昭
和
三
十
九
年
か
ら
の

『
勝
愛
組
義
疏
』
の

「
輪
讀
」
も
、
先
生
の
遺
著
の

「
輸
讀
」
か

ら
始
ま
つ
た
と
み
て
も
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
遺
著
の

「
輪
讀
」
は
、
い
ま
も

「
一
高
昭
信
會
」
を
経
承
す
る

「
國
民
文

あ
と
が
き
　
　
　
一一一六
七



三
六
八

化
研
究
會
」
の
若
い
會
員
に
よ
つ
て
受
け
経
が
れ
て
を
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の

「
輪
讀
」
と
い
ふ
研
究
方
法
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
「
一
高
昭
信
會
」
に
始
ま
つ
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
古
く
は
、
不
安
時
代
の
朝
廷
で
行
は
れ
た

『
日
本
書
紀
』
の

『
講
書
』
な
ど
も
克
宴
和
歌
の
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
見
ま

し
て
、
あ
る
い
は

「
輪
讀
」
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
考

へ
ら
れ
ま
す
。
近
世
に
於
て
は
、
特
に
人
口
に
檜
実
し
て
ゐ
る
も
の
に
、
前

野
良
澤
、
杉
田
玄
白
、
中
川
淳
庵
の

「
輪
讀
」
翻
詳
し
た

『
解
證
新
書
只
タ
ー
ヘ
ル

・
ア
ナ
ト
ミ
ア
）
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
私
は

『
孝
明
天
皇
紀
』
を
讀
ん
で
ゐ
ま
し
た
と

こ
ろ
、
朝
廷
の
學
習
院
で
、
天
皇
を
中
心
に
し
て

『
日
本
書
紀
』
の

「
輪
讀
」
が
行
は
れ

た
、
と
い
ふ
記
事
を
讀
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
近
代
以
降
、
現
代
で
は
、
外
國
書
の
講
讀
、
い
は
ゆ
る
原
書
講
讀
の
場
で
よ
く
行

は
れ
て
を
り
ま
す
。

な
は
、
本
書

『
上
巷
』
の
巷
頭
に
掲
げ
ま
し
た

「
勝
重
経
講
讚
固
」
も
、
鎌
倉
時
代
の
作
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
想
像
書
で
は
あ
り

ま
す
が
、
聖
徳
太
子
を
中
心
に
し
て
、
山
背
大
兄
王
、
博
士

・
覺
奇
、
小
野
妹
子
、
高
麗
借

・
慧
慈
が
輪
の
や
う
に
並
ん
で
ゐ
る
姿

を
見
ま
す
と
、
太
子
の
御
講
義
を
聴
く
と
い
ふ
よ
り
も
、
太
子
を
中
心
に
す
る

「
輪
讀
」
の
姿
で
は
な
か
ら
う
か
、
と
い
ふ
印
象
を

受
け
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
勝
重
経
義
疏
』
の
中
に
、
「
一
に
曰
く
」
コ
一
に
曰
く
」
「
三
に
曰
く
」
「
疑
を
標
し
て
曰
く
」
「
私
に
曰
く
」

「
本
義
に
曰
く
」
「
私
の
澤
は
少
し
く
異
な
り
」
「
私
の
懐
は
」
等
々
と
あ
る
お
言
葉
を
み
ま
す
と
、

何
か

『
勝
重
経
』
を
テ
キ
ス
ト

に
し
て
の

「
輪
讀
」
が
行
は
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
結
果
が

『
義
疏
』
と
い
ふ
書
物
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
印
象
を
受
け
ま

す
。
こ
れ
は
単
な
る
想
像
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
に
は
ま
た
理
由
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
は

「
輪
讀
」
と
い
ふ
研
究
方
法
は
、
文
献

の
味
讀
に
つ
い
て
重
要
な
方
法
と
な
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。



私
ど
も
は

「
輪
讀
」
に
加
は
つ
て
書
物
を
讀
む
と
き
、
先
輩
か
ら
よ
く
注
意
さ
れ
た
も
の
で
す
。
「
心
を
虚
う
し
て
讀
め
」
と
い

ふ
注
意
で
す
。
「
無
心
に
な
つ
て
讀
め
」
と
も
言
は
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
何
も

″
心
を
働
か
さ
な
い
で
讀
め
″
と
い
ふ
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
に
都
合
よ
く
勝
手
な
解
繹
を
し
よ
う
と
す
る

な
、
と
い
ふ
や
う
な
意
味
で
す
。
ま
た
、
た
だ
自
分
の
言
ひ
た
い
こ
と
を
探
す
や
う
な
讀
み
方
を
す
る
な
、
と
い
ふ
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
を
主
張
す
る
た
め
に
讀
む
の
で
は
な
く
、
作
者
の
馨
を
虚
心
に
聞
く
や
う
に
讀
む
、
と
い
ふ
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
易
し
い
や
う
で
非
常
に
む
づ
か
し
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
書
物
を
讀
ん
で
作
者
の
心
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
最
も
大
切

な
心
構

へ
な
の
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
は

「
輪
讀
」
し
な
が
ら
、
お
互
ひ
の
解
澤

・
感
想
を
述
べ
合
ふ
の
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
自
然
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行

き
過
ぎ
や
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
正
さ
れ
て
、
や
が
て
各
人
に
心
か
ら
納
得
の
ゆ
く
解
繹
に
導
か
れ
て
ゆ
く
の
で
す
。
―
―
敷
人
の
も

の
の
心
か
ら
の
納
得
を
得
ら
れ
ず
し
て
、
ど
う
し
て
廣
く
多
く
の
人
の
納
得
が
得
ら
れ
る
で
せ
う
。
―
―
こ
れ
が

「
輪
讀
」
の
極
意

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
精
神
的
な
文
献
の
極
意
に
通
ず
る
は
ず
で
あ
り
ま
す
。

聖
徳
太
子
は
十
七
條
憲
法
の
第

一
條
の
は
じ
め
に

「
和
を
以
て
貴
し
と
篤
し
、
作
ふ
こ
と
な
き
を
旨
と
す
」
と
お
示
し
に
な
り
、

そ
の
第

一
條
の
維
り
に

「
上
和
ぎ
下
睦
び
て
事
を

論

ふ
に
諧
ひ
ぬ
る
時
は
事
理

自

ら
通
ず
、
何
事
か
成
ら
ざ
ら
む
」
と
仰
せ
ら

れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
政
治
の
責
際
に
営
る
者
の
心
構

へ
を
お
示
し
に
な
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
同
時
に

「
輪
讀
」
に
通
ず
る
道
理
で

も
あ
り
ま
す
。

聖
徳
太
子
の

『
勝
重
組
義
疏
』
は
、
た
だ
文
章
の
表
面
上
の
意
味
を
と
る
だ
け
な
ら
、
そ
れ
は
ど
難
し
い
も
の
と
は
思
ひ
ま
せ
ん

あ
と
が
き
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三
七
〇

が
、
行
間
に
作
者
の
心
を
感
じ
と
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
大
憂
む
づ
か
し
い
書
物
で
す
。
さ
う
い
ふ
難
解
な
箇
所
に
営
つ
た

時
、
か
う
だ
ら
う
か
、
あ
あ
だ
ら
う
か
、
あ
あ
で
も
な
い
、
か
う
で
も
な
い
、
と
、
皆
で
、
心
を
蓋
し
て
語
り
合

つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、

太
子
御
自
身
の
お
考

へ
が
、
間
を
縫
ふ
光
の
や
う
に
、
私
ど
も
の
心
に
さ
し
こ
ん
で
く
る
こ
と
が
、
何
回
も
何
回
も
あ
り
ま
し
た
。

さ
う
い
ふ
時
、
私
ど
も
の
心
は
開
か
れ
て
、
太
子
御
自
身
の
お
馨
が
聞
え
て
く
る
や
う
に
感
じ
ら
れ
て
、
お
教

へ
の
奪
さ
に
心
打
た

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
何
よ
り
も

「
輪
讀
」
の
あ
り
が
た
さ
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。

さ
て
、
私
ど
も
共
同
研
究
者
の
中
で
、
こ
の

「
輪
讀
」
と
い
ふ
研
究
方
法
を
早
く
か
ら
身
に
つ
け
て
生
涯
貫
い
た
の
は
、
故
桑
原

暁

一
氏
で
す
。
氏
は
、
東
京
帝
國
大
學
文
學
部
國
文
學
科
の
在
學
中

（昭
和
十
年
頃
）
か
ら
、
同
信
の
友
ら
を
さ
そ

つ
て
は
古
典
の

「
輪
讀
」
に
つ
と
め
ま
し
た
。

『
萬
葉
集
』
『
明
治
天
皇
御
集
』
な
ど
は
戦
前
の

「
輪
讀
」
の
テ
キ
ス
ト
で
し
た
。　
ド
イ
ツ
の
心
理
學

者
哲
學
者
ウ
イ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
の
著
書
な
ど
も
あ
り
ま
し
た
。
戦
争
の
は
げ
し
い
時
に
は
、
さ
す
が
に
中
断
し
て
ゐ
ま
す
が
、

戦
争
が
修

つ
て
そ
れ
ぞ
れ
復
員
し
て
帰
つ
て
く
る
と
、
す
ぐ
企
画
し
た
の
で
し
た
が
、
戦
中
戦
後
の
疲
勢
で
多
く
は
病
氣
に
な
つ
た

た
め
、
始
め
る
の
が
少
し
遅
れ
ま
し
た
。
昭
和
二
十
七
、
八
年
頃
か
ら

『
古
事
記
』
の

「
輪
讀
」
を
は
じ
め
て
約
十
年
間
績
け
ま
し

た
。
そ
し
て

『
勝
重
経
義
疏
』
の

「
輪
讀
」
の
準
備
と
し
て

『
日
本
書
紀
』
の

「
推
古
天
皇
紀
」
を

一
年
間
致
し
ま
し
た
。

営
時
の
メ
ン
バ
ー
は
、

大
先
輩
の
田
代
二
見
分

（蓋
家

・
『
原
理
日
本
』
同
人
）、　
茂
木

一
郎
分

（歌
人

『
人
生
と
表
現
』
同
人
）

桑
原
暁

一
、
葛
西
順
夫
、
戸
田
義
雄
、
夜
久
正
雄
の
六
名
で
し
た
。
営
時
は
、
物
資
不
如
意
の
時
代
で
し
た
の
で
、
會
合
の
場
所
を

借
り
る
こ
と
な
ど
思
ひ
も
よ
ら
な
い
時
代
で
し
た
か
ら
、
持
廻
り
で
、
月
々

一
回
お
互
ひ
の
家
に
集
ま
つ
て
、
朝
か
ら
夜
ま
で
談
論



風
嚢
の

一
日
を
す
ご
し
た
も
の
で
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
御
家
庭
で
は
接
待
に
な
か
な
か
大
憂
だ
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
が
、
家
ぐ

る
み
の
お
つ
き
合
ひ
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
私
ど
も
を
取
り
巻
い
て
ゐ
た
嵐
の
や
う
な
環
境
の
中
で

「
小
さ
き
燈
只
桑

原
さ
ん
の
言
葉
）
を
た
や
さ
ず
燃
や
し
つ
づ
け
て
ゐ
る
や
う
な
こ
と
で
し
た
。

茂
木

一
郎
物
は
、
昭
和
四
十

一
年
四
月

一
日
に
八
十
三
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
遺
歌
集

『
茂
木

一
郎
歌
集
』
の

「
著
者
自

筆
年
譜
」
に
次
の
や
う
に
書
い
て
ゐ
ま
す
。

「
昭
和
二
十
九
年
四
月
二
十
二
日
、　
夜
久
氏
邸
に
小
川
愛
次
郎
氏
、　
一帽
島

一
郎
氏
等
會
合
、
研
究
會
に
つ
き
合
議
。
夜
久
氏
、

戸
田
氏
、
葛
西
氏
、
桑
原
氏
等
に
よ
る
古
事
記
研
究
會
に
参
加
。
毎
月
順
番
に
會
食
を
築
し
む
」

と
あ
り
ま
す
。
ち
な
み
に

「
夜
久
邸
」
と
は
、
営
時
私

一
家
が
聞
借
り
し
て
を
り
ま
し
た
興
亜
會
館
と
い
ふ
大
邸
宅
の
玄
開
脇
の

二
間
は
ど
の
部
屋
を
云
つ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。

こ
の

『古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
の
輪
讀
十
年
を
承
け
て
、
昭
和
三
十
九
年
か
ら

『
勝
重
経
義
疏
』
の
輪
讀
研
究
が
始
め
ら
れ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
田
代
分
は
昭
和
三
十
五
年

一
月
に
七
十

一
歳
で
亡
く
な
ら
れ
、
茂
木
分
は
病
中
で
参
加
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

れ
で
、
右
の
輪
讀
は
、
桑
原
、
葛
西
、
戸
田
、
夜
久
の
四
名
で
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
私
の
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
の

『
昭
和
會
本

・
勝

蟹
組
義
疏
』
の
巷
頭
の
欄
外
に

「
三
九
年
八
月
二
三
日
、
葛
西
邸

『
日
本
書
紀
』
最
終
回
、
三
九
年

一
二
月
二
九
日
、
戸
田
邸
、
太

子
研
究
會
」
と
あ
り
ま
す
。

昭
和
四
十
年
三
月
眈
の

『
國
民
同
胞
』
（第
四
十

一
琥
）
に
私
は
次
の
や
う
な
文
章
を
寄
せ
て
を
り
ま
す
の
で
、　
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

研
究
會
嚢
足
営
時
の
心
持
が
わ
か
り
ま
す
。
長
文
で
す
が
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

あ
と
が
き
　
　
　
一二
七
一



三
七
二

今
度
、
桑
原

・
葛
西

・
戸
田
三
兄
と
こ
こ
十
年
末

つ
づ
け
て
き
た
輪
讀
會
で

『
勝
登
経
義
疏
』
を
讀
み
合
は
せ
す
る
こ
と

に
な
つ
て
、
あ
ら
た
め
て

『
三
経
義
疏
』
を
讀
み
か

へ
す
機
會
に
恵
ま
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
。

太
子
の

『
三
組
義
疏
』
に
つ
い
て
は
、
一帽
井
康
順
博
士
の
偽
書
説

（昭
和
三
十

一
年
）
が
あ
り
、
た
し
か
花
山
信
勝
博
士

の
反
論
が
あ

つ
た
が
、
太
子
作
の
員
儒
は
現
在
學
界
に
お
い
て
定
読
を
見
ぬ
や
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
例

へ
ば
、
中
公
新
書

・

田
村
園
澄
著
、
『
聖
徳
太
子
』
な
ど
、
太
子
の
御
事
業
に
つ
い
て
の
手
ご
ろ
な
入
門

・
概
説
書
で
あ
る
が
、
「
太
子
作
と
さ
れ

て
い
る

『
三
経
義
疏
』
に
つ
い
て
も
俗
作
説
が
あ
り
、
解
決
を
見
る
ま
で
に
至
つ
て
い
な
い
」
と
し
て

『
三
経
義
疏
』
に
書

か
れ
て
あ
る
言
葉
に
は
全
く
ふ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

黒
上
正

一
郎
先
生
の
太
子
研
究
は
、
太
子
の
な
し
と
げ
ら
れ
た

「
一
代
の
外
的
事
業
も
更
に
そ
の
依

つ
て
来
る
と
こ
ろ
の

内
的
自
覺
に
こ
れ
が
意
義
を
窮
む
べ
き
こ
と

（序
説
ご

を
求
め
ら
れ
、
コ

一組
義
疏
』
と

「
十
七
條
憲
法
」
と
に
太
子
の
思

想

。
信
仰

の
表
現
を
み
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
三
井
甲
之
先
生
の

「
文
献
文
化
史
的
研
究
方
法
」
に
よ
つ
て

太
子
文
献
を
研
究
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
も
し
太
子
の

『
三
経
義
疏
』
お
よ
び

「
十
七
條
憲
法
」
が
、
太
子
の

作
で
な
く
太
子
と
は
無
開
係
の
全
く
別
人
の
作
で
あ

つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
太
子
の
思
想

。
信
仰
と

の
封
應
関
係

は

『
義

疏
』
。
「
憲
法
」
に
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
黒
上
先
生
の
研
究
は
ま
ち
が

つ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
さ
う

な
つ
た
と
し
て
も

『
三
経
義
疏
』
と

「
十
七
條
憲
法
」
と
が
、
内
容
の
上
で
債
値
を
も
つ
て
ゐ
れ
ば
、
そ
の
債
値
を
失
ふ
も

の
で
は
な
い
。
私
が
、
黒
上
先
生
の
遺
著
の
言
葉
を
信
じ
て
、
太
子
の
言
葉
を
信
條
と
し
て
き
た
の
は
、
太
子
以
外
の
別
人

の
言
葉
を
信
じ
て
来
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
信
仰
に
は
憂
り
が
な
い
。



こ
れ
は
、
短
歌
と
そ
の
作
者
と
の
関
係
と
似
て
ゐ
る
。
い
い
歌
は
誰
の
歌
で
も
い
い
歌
な
の
だ
か
ら
、
作
者
と
切
り
は
な

し
て
考

へ
ら
れ
も
す
る
。
も
つ
と
も
、
作
者
が
わ
か
つ
て
ゐ
れ
ば
歌
の
解
繹
も
容
易
だ
し
、
そ
の
歌
の
債
値
判
断
も
そ
れ
だ

け
深
く
な
る
。
し
か
し
い
い
歌
は
、
そ
の
作
者
が
ち
が
つ
て
ゐ
た
と
し
て
も
、
い
い
歌
で
あ
る
こ
と
に
憂
り
は
な
い
。
太
子

の
御
言
葉
と
し
て
私
ど
も
の
仰
い
で
ゐ
る
言
葉
も
さ
う
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
つ
と
も
こ
れ
は
高
が

一
、
太
子
の

『
三
経
義
疏
』
が
太
子
の
も
の
で
な
い
と
い
ふ
場
合
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
さ
う
考

へ
る

べ
き
根
擦
は
薄
蒻
で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
、
黒
上
先
生
の
研
究
に
導
か
れ
て
、
太
子
の
御
言
葉
を
讀
む
限
り
、
太
子
の

『
三

経
義
疏
』
の
表
現
と

「
十
七
條
憲
法
」
と
太
子
作
の
御
歌
と
に
は
一
貫
し
た
思
想

・
信
仰
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

が
根
本
だ
が
、　
書
誌
學
的
に
も
太
子
親
筆
と
博

へ
ら
れ
る
御
物

『
法
華
義
疏
』
は
、

「
創
字

・
貼
紙

・
経
紙
を
し
て
訂
正
を

重
ね
た
痕
跡
の
著
し
い
草
稿
本
で
あ

つ
て
、
し
か
も
首
尾

一
貫
し
た
同

一
筆
跡
で
、
ど
う
し
て
も
著
者
自
身
の
手
で
行
は
れ

た
と
し
か
考

へ
ら
れ
な
い
訂
正
の
仕
方
を
見
れ
ば
、
太
子
ご
自
筆
の
草
稿
本
と
考
へ
る
外
は
な
い
只
教
養
文
庫

『
書
の
美
し

さ
』
堀
江
知
彦
著
）
と
折
紙
を
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
堀
江
氏
は
國
立
博
物
館
資
料
課
長
で
書
の
専
門
家
で
あ
る
。
そ
こ
で
大

事
な
こ
と
は
、
と
も
か
く
太
子
の
御
言
葉
と
い
は
れ
る

『
義
疏
号

「
憲
法
」
。
御
歌
に
直
接
ふ
れ
て
そ
の
言
葉
の
内
的
債
値

を
心
に
味
は
ふ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
こ
に
高
貴
な
精
紳
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
太
子
を
あ
が
め
る
必
要
は
な

い
。
浅
薄
な
思
想
表
現
を
み
と
め
る
な
ら
ば
断
乎
と
し
て
批
剣
す
べ
き
で
あ
る
。
『
義
疏
』
が
太
子
作
で
あ
る
か
ど
う
か
を

考
へ
る
場
合
、
こ
の

『
義
疏
』
そ
の
も
の
の
も
つ
思
想
的
債
値
の
究
明
こ
そ
が
先
決
で
あ
ら
う
。

今
度
、
あ
ら
た
め
て

『
勝
重
経
義
疏
』
を
讀
み
か
へ
し
て
、
『義
疏
』
の
言
葉
に
い
ま
さ
ら
の
や
う
に
感
動
し
た
。
讀
み

あ
と
が
き
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七
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は
じ
め
て
か
ら
三
十
年
、

い
ま
や
う
や
く
太
子
の
御
言
葉
の
意
味
が
は
つ
き
り
し
て
き
た
や
う
に
感
じ
た
。
全
饉
と
し
て
感

じ
ら
れ
る
の
は
太
子
御
自
身
が

『
勝
重
組
』
を
心
を
こ
め
て
讀
ん
で
を
ら
れ
る
御
姿
で
あ
る
。

さ
う
し
て
、

『
経
』
を
正
し

く
理
解
し
よ
う
と
な
さ
つ
て
非
常
な
御
苦
心
を
し
て
を
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
解
の
し
か
た
が
、
単
に
言
葉
の
上
だ
け

の
理
解
で
は
な
く
て

「
身
に
こ
こ
ろ
み
人
に
こ
こ
ろ
み
」
人
間
す
べ
て
の
心
に
印
し
て
理
解
す
る
と
で
も
い
ふ
べ
き
理
解
の

し
か
た
な
の
で
あ
る
。
そ
の
ゆ
き
わ
た
つ
た
員
賓
の
理
解
の
し
か
た
の
中
に
、
太
子
の
思
想

。
信
仰
が
生
き
生
き
と
感
じ
ら

れ
る
。
『
経
典
』
の
註
澤
と
し
て
記
さ
れ
た
言
葉
の
中
に
、
作
者
の
思
想
が
お
の
づ
か
ら
表
現
さ
れ

て
ゐ
る
。
黒
上
先
生
は

か
う
し
た
言
葉
に
注
意
し
て
、
他
の

『
緩
疏
』
の
そ
の
箇
所
と
比
較
し
て
、
太
子
の
御
言
葉

の
獨
創
的
内
容
を
示
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
さ
う
し
た
言
葉
を
私
は
長
い
間
、
心
の
指
針
と
し
て
来
た
が
、
い
ま
改
め
て
そ
れ
を

『
勝
重
組
義
疏
』
そ
の
も
の

の
中
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
て
、
う
れ
し
く
て
た
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
だ
讀
み
は
じ
め
で
こ
ん
な
こ
と
を
言

つ
て
い
い

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
ど
こ
が
い
い
の
か
、　
と
間
は
れ
れ
ば
、　
語
々
句
々
全
部
が
、
と
答

へ
た
い
氣
持
で
あ
る
。
『
勝

重
経
』
そ
の
も
の
は

一
つ
の
教
義
の
概
説
的
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
が
、
太
子
の
註
繹
は
太
子
御
自
身
の
心
の
馨
と
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
太
子
の
御
撃
に
耳
か
た
む
け
る
こ
と
が
私
の
太
子

へ
の
需
依
で
あ
る
。
こ
れ
は
太
子

へ
の
帰
依
で
あ

つ
て
、
必
ず
し
も
佛
教

へ
の
録
依
に
は
な
る
ま
い
。
そ
れ
で
い
い
と
思
ふ
。
考

へ
て
み
る
と
、
親
鸞
の

『
唯
信
抄
文
意
』
と

か
松
陰
の

『
講
孟
餘
話
』
と
か
、
日
本
に
は
か
う
い
ふ
無
私
の
註
澤
の
中
に
お
の
づ
か
ら
作
者
の
思
想
の
あ
ら
は
れ
る
と
い

つ
た
名
著
が
あ
る
。
太
子
の

『
義
疏
』
は
そ
の
先
樅
で
あ
る
。

さ
て
、
前
掲
の
文
章
に
も
あ
り
ま
す
や
う
に
、
三
十
九
年
の
愛
足
営
時
は
、
桑
原

・
戸
田

。
葛
西

。
夜
久
の
四
名
で
し
た
が
、
四



十
年
五
月
か
ら
梶
村
昇
氏
が
、
四
十
年
七
月
か
ら
小
田
村
寅
二
郎
氏
が
、
四
十
七
年
九
月
か
ら
島
田
好
衛
氏
が
参
加
し
て
、
前
述
の

各
家
庭
持
廻
り
の
輪
讀
會
が
績
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
た
ま
に
は
、
箱
根
、
蒲
郡
、
行
日
、
高
山
、
水
戸
等
々
、
史
蹟

研
究
の
旅
行
を
兼
ね
て
、
名
勝
地
や
温
泉
地
で
の
輪
讀
な
ど
も
行
は
れ
て
、
榮
し
い
思
ひ
出
と
な
り
ま
し
た
。

私
の
持
つ
て
ゐ
る
法
隆
寺
刊
行
の

『
昭
和
會
本

。
勝
髪
経
義
疏
』
は
も
う
大
分
傷
ん
で
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
巻
末
に
、

「
四
七

。
一
二

・
三

一
、
午
後
六
時
二
十
七
分
、
戸
田
講
義
、
夜
久
宅
」

と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
戸
田
氏
の
輪
番
が
私
の
家
で
行
は
れ
た
の
で
せ
う
。
三
十
九
年
か
ら
始
め
た
輪
讀
は
、
毎
月

一
回
づ
つ
行
は

れ
ま
し
た
が
、
右
の
四
十
七
年
に
、
第

一
回
を
維
へ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
足
か
け
九
年
か
か
つ
て
ゐ
ま
す
。

つ
ぎ
の
昭
和
四
十
八
年
は
、
こ
の
輪
讀
會
の
数
起
人
と
も
い
ふ
べ
き
桑
原
暁

一
氏
が
病
氣
に
な
つ
て
、
四
月
十
九
日
に
六
十

一
歳

で
亡
く
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
の
本
に
は
、
「
四
十
八
年
二
月
二
十
四
日
梶
村
邸
」
と
あ
り
、
「
四
十
八
年
九
月
二
十

八
日
葛
西
邸
」
と
あ
り
、
こ
の
間
に
も
営
番
が
あ
つ
た
は
ず
で
す
か
ら
、
桑
原
氏
の
病
中
も
死
後
も
輪
讀
會
は
前
通
り
に
績
け
ら
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。
『
義
疏
』
輪
讀
の
第
二
回
目
は
、
四
十
八
年

一
月
か
ら
、
桑
原
氏
な
し
で
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

桑
原
氏
は
生
き
て
ゐ
る
時
か
ら
、
研
究
の
公
刊
を
目
指
し
て

「
た
だ
自
分
た
ち
だ
け
で
業
し
ん
で
ゐ
る
だ
け
ぢ
や
あ
ね
」
と
言
ふ

の
を
口
ぐ
せ
に
し
て
ゐ
ま
し
た
。

そ
の
遺
志
を
経
ぐ
意
味
も
あ
つ
て
、
輪
讀
會
で
は
、
目
的
を

『義
疏
』
の
現
代
語
詳
と
研
究
の
原
稿
化
と
に
し
ぼ
つ
た
の
で
あ
り

ま
す
。

ち
よ
う
ど
、
こ
の
頃
だ
つ
た
で
せ
う
、
國
民
文
化
研
究
會
の
銀
座
の
事
務
所
が
接
大
さ
れ
て
、
輪
讀
會
の
會
合
が
可
能
に
な
り
ま

あ
と
が
き
　
　
　
一二
七
五
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し
た
。
ま
た
複
篤
の
設
備
を
も
使
は
せ
て
も
ら

へ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
さ
ら
に
便
利
に
な
り
ま
し
た
。
原
稿
化
の
準
備
が

出
来
た
わ
け
で
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
そ
れ
と
前
後
し
て
、
討
議
の
内
容
を
テ
ー
プ
に
と

つ
て
、
國
文
研
會
員
の
開
口

（薔
姓
行
武
）
靖
枝
さ
ん
に
原
稿
化
し
て

も
ら
ふ
と
い
ふ
こ
と
が

一
時
期
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
、
い
よ
い
よ
原
稿
の
作
成
に
と
り
か
か
つ
た
わ
け
で
あ
り

ま
す
。

輪
讀
會
に
は
、
新
た
に
松
吉
基
順
氏
が
昭
和
五
十

一
年
に
、
高
木
省

一
氏
が
昭
和
五
十
二
年
に
加
は
り
ま
し
た
。　
一
方
、
戸
田
義

雄
氏
は

「
日
本
を
守
る
会
」
の
結
成
後
の
言
論
活
動
に
参
画
す
る
等
大
活
躍
を
し
て
ゐ
ま
し
た
が
、
昭
和
五
十
年
、
病
に
倒
れ
て
輪

讀
會
に
も
出
ら
れ
な
く
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

さ
て

「
原
稿
を
作
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
以
下
の
や
う
な
仕
事
で
し
た
。
輪
讀
會
の
テ
キ
ス
ト
の
底
本
と
し
た

『
昭
和
會
本

・
勝
重

経
義
疏
』
は
、
『
義
疏
』
も
所
載
の
『
経
典
』
も
、
い
づ
れ
も

「
訓
鮎
文
」
で
す
か
ら
、
そ
れ
を

「
訓
讀
文
」
に
讀
み
下
し
、
絶

ル
ビ

を
付
け
、
恨
名
は
す
べ
て
歴
史
的
か
な
づ
か
ひ
、
漢
字
は
す
べ
て
正
漢
字
證

で
記
し
、
さ
ら
に
そ
の
現
代
語
課
を
書
き
、
「
研
究
」

を
書
く
、
と
い
ふ
仕
事
で
す
。
こ
れ
を
輪
番
で
行
つ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
原
稿
を

コ
ピ
ー
し
て
配
布
し

「
讀
み
合
せ
」
を
し
、

お
互
ひ
の
意
見
を
述
べ
あ
ひ
、
皆
の
納
得
の
ゆ
く
や
う
な
文
章
に
改
め
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
清
書
し
、
こ
れ
を
ま
た

コ
ピ
ー
し
て
、

最
終
的
な
讀
み
合
は
せ
を
行
ふ
、
―
―
と
い
ふ
仕
事
で
あ
り
ま
す
。

何
年
頃
か
ら
始
め
た
の
か
、
私
は
は
つ
き
り
し
た
記
憶
は
な
い
の
で
す
が
、
昭
和
五
十
二
、
三
年
頃
か
ら
始
め
て
、
や
は
り
、
六
、

七
年
か
か
つ
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
こ
れ
が
第
三
回
日
の
輪
讀
で
せ
う
。



こ
の
内
容
の

一
端
は
、
「
聖
徳
太
子
鑽
仰
研
究
會

『
勝
重
組
義
疏
』
研
究
記
録

（抄
）
―
―
『
勝
重
経
義
疏
』
現
代
語
詳
と
研
究
と

の
抄
録
―
―
」
と
し
て
、
『
亜
細
亜
大
學
教
養
部
紀
要
』
に
嚢
表
せ
ら
れ
ま
し
た
。
営
時
、
小
田
村
寅
二
郎
、　
梶
村
昇
、

夜
久
正
雄

三
名
が
、
同
大
學
の
教
授
で
あ

つ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
題
名
に

「
（抄
と

と
あ
り
ま
す
の
は
、
営
時
の

「
完
成
原
稿
」
の
中
か
ら
、

『
義
疏
』
の

「
訓
鮎
文
」
と

「
現
代
語
詳
」
と

「
研
究
」
と
を
抜
粋
し
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

「
そ
の

一
」
η
教
養
部
紀
要
』
第
十
五
琥

。
昭
和
五
十
二
年
）
か
ら
始
ま
つ
て
、
「
そ
の
十

一
只
同
上
、
第
二
十
七
琥

。
昭
和
五
十

八
年
）
で
修

つ
て
ゐ
ま
す
。
足
か
け
七
年
に
及
ん
で
ゐ
ま
す
。
内
容
は

『
義
疏
』
の
は
じ
め

「
絶
序
」
か
ら

「
撮
受
正
法
章
」
の
修

り
ま
で
と
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
偶
然
と
言
ひ
ま
せ
う
か
、
本
書
の
上
巷
に
牧
録
し
た
範
回
と
同
じ
範
園
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
で
、
以

後
の
本
格
的
な
原
稿
の
出
来
上
り
に
つ
い
て
、　
一
應
の
目
ど
が
付
い
た
感
じ
が
し
ま
し
た
。

『
亜
細
亜
大
學
教
養
部
紀
要
』
で
の
嚢
表
は
、

こ
の
や
う
に
し
て
昭
和
五
十
八
年
の

「
撮
受
正
法
章
」
で
絡

つ
て
ゐ
ま
す
が
、　
こ

の
間
、
も
と
に
な
る
原
稿
の
作
成
は
、
績
け
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
昭
和
五
十
九
年
九
月
頃
、

完
成
し
ま
し
た
。

次
に
、
右
の
原
稿
を
も
と
に
し
て
、
刊
行
す
る
場
合
に
、
ど
の
や
う
な
配
列
と
證
裁
に
し
た
ら
、
わ
か
り
易
く
な
る
だ
ら
う
か
、

と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
討
議
を
重
ね
た
結
果
、
最
後
に
、
本
書
に
見
る
や
う
な
證
裁
を
と
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。　
一
口
で
言

へ
ば

簡
単
で
す
が
、
こ
れ
も
相
営
の
手
仕
事
で
、
各
自
が
分
措
し
た
原
稿
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
本
書
に
見
る
や
う
に
書
き
改
め
ま
し
た
。
そ

し
て
さ
ら
に
そ
の
際
、
現
代
語
詳
や
研
究
及
び
註
記
に
つ
い
て
ま
で
再
吟
味
が
加
へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
二
年
く
ら
ゐ

か
か
つ
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
、
第
四
回
目
の
輪
讀
で
あ
り
ま
す
。

あ
と
が
き
　
　
　
一二
七
七
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次
に
、
こ
れ
を
松
吉
基
順
氏
が
正
漢
字

・
歴
史
的
か
な
づ
か
ひ
で
清
書
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
第
五
回
目
の
輪
讀
で
あ
り
ま
す
。
本

書

『
上
巷
』
の

「
は
し
が
さ
」
に
、
「
全
巷
輪
讀
を
五
回
行
つ
た
」
と
あ
り
ま
す
の
は
、
右
の
や
う
な
次
第
で
あ
り
ま
す
。

最
初
か
ら
の
参
加
者
で
あ
つ
た
私
な
ど
は
、
原
稿
を
作
る
こ
と
が
大
事
業
と
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
か
ら
、
原
稿
さ
へ
作
つ
て
お

け
ば
、
必
ず
誰
か
が
讚
表
し
て
く
れ
る
だ
ら
う
、
そ
れ
だ
け
の
債
値
は
あ
る
ん
だ
か
ら
、
と
い
ふ
く
ら
ゐ
の
気
持
で
し
た
。
そ
れ
が

思
は
ぬ
展
開
で
、
原
稿
完
成
の
後
、
日
な
ら
ず
し
て
、
出
版
に
漕
ぎ
つ
け
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

一
に
小
田
村

寅
二
郎
氏
の
配
慮
と
熱
意
に
擦
つ
た
と
申
し
て
よ
い
か
と
思
ひ
ま
す
。

出
版
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
か
ら
高
木
省

一
氏
が
、
文
部
省
の
學
術
刊
行
書
に
よ
る
出
版
の
企
画
を
持
つ
て
を
ら
れ
た
の
で
し

た
が
、
昭
和
五
十
八
年
十

一
月
二
十
四
日
七
十
二
歳
で
亡
く
な
ら
れ
て
、
こ
の
企
画
は
不
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
已
む
な
く
小
田
村
氏
に
依
頼
し
、
國
民
文
化
研
究
會
に
資
金
的
援
助
を
お
願
ひ
す
る
こ
と
に
な
り
、
理
事
會
の
承
諾
を

得
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
急
速
に
出
版
の
目
ど
が
つ
き
、
病
中
の
戸
田
義
雄
氏
の
斡
旋
に
依
り
、
大
明
堂
に
刊
行
を
お

願
ひ
す
る
こ
と
に
決
り
ま
し
た
。
昭
和
六
十

一
年
秋
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

出
版
の
豫
定
に
つ
き
ま
し
て
種
々
検
討
が
行
は
れ
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
先
づ
上

・
下
三
巷
と
す
る
こ
と
が
決
り
、

昭
和
六
十
二
年
九
月
に

「
上
巷
」
、
　
一
年
後
に

「
下
巷
」
の
豫
定
が
決
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
出
版
祗
に
渡
す
完
成
原
稿
の
作
成

を
短
時
日
に
行
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
松
吉
氏
が
他
事
を
放
椰
し
て
こ
れ
に
営
り
、
註
記
を
も
加

へ
て
、
三
ケ
月
内
で
、
八

六
〇
字
詰
原
稿
用
紙
三
〇
〇
枚
の
原
稿
を
完
成
し
ま
し
た
。
ま
た
巷
頭
の
カ
ラ
ー
篤
員
ポ
ヂ
の
入
手
に
は
島
田
好
衛
氏
が
営
り
、
そ

の
解
説
文
を
も
作
成
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。



大
明
堂
と
の
接
衝

・
連
絡
は
梶
村
昇
氏
が
営
り
ま
し
た
。
校
正
は
全
員
が
こ
れ
に
営
り
、
校
正
刷
の
コ
ピ
ー
を
五
通
作

つ
て
、
こ

れ
を
各
自
が
校
正
し
、
梶
村
氏
の
手
元
に
集
め
て
統

一
し
た
う

へ
で
大
明
堂
の
近
藤
達
也
氏
に
渡
す
と

い
ふ
、
念
に
は
念
を
入
れ
た

校
正
を
行
ひ
ま
し
た
。
し
か
し
、
御
覧
の
通
り
、
正
漢
字
歴
史
的
か
な
づ
か
ひ
に
由
る
た
め
も
あ
り
、
各
人
の
表
記
法
の
個
性
も
あ

る
た
め
、
統

一
に
骨
が
折
れ
、
難
行
し
て
校
正
は
途
に
五
校
を
と
る
ま
で
に
至
り
ま
し
た
。
出
版
祗
や
印
刷
所
も
非
常
な
御
努
力
だ

つ
た
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
な
は
、
昭
和
六
十
二
年
の

一
年
間
は
、
校
正
と
並
行
し
て
、
『
下
巷
』
の
原
稿
の
完
成
化
に
努
め
ま

し
た
。
そ
の
際
、
『
下
巻
』
の

「
は
し
が
き
―
―
凡
例
に
代

へ
て
」
に
記
し
ま
し
た
や
う
に
、
さ
ら
に
新
ら
し
い
工
夫
が
加

へ
ら
れ

訂
正
に
訂
正
を
加

へ
、
不
断
の
努
力
を
壼
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

か
う
し
て
、
刊
行
が
遅
れ
ま
し
た
が
、
上
巷
が
昭
和
六
十
三
年
二
月
十

一
日
、
建
國
記
念
の
日
の
営
日
に
出
来
上
り
ま
し
た
。

な
は
、
著
者

一
同
は
、
國
民
文
化
研
究
會
か
ら
の
援
助
を
少
し
で
も
軽
く
す
る
意
味
で
、
印
税
を
辞
退
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
分

を
主
と
し
て
贈
塁
用
に
営
て
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

以
上
、
本
書
の

『
上
巷
』
の
出
来
上
り
ま
で
の
長
年
の
苦
勢
を
く
ど
く
ど
と
書
き
ま
し
た
が
、
終

つ
て
み
れ
ば
夢
の
や
う
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
結
果
と
し
て
本
書
の
出
来
上
つ
た
こ
と
で
、
す
べ
て
が
報
い
ら
れ
る
や
う
な
思
ひ
が
い
た
し
ま
す
。

あ
と
は
た
だ
大
方
諸
賢
の
御
叱
正
を
侯

つ
の
教
で
あ
り
ま
す
。
御
遠
慮
な
く
御
叱
正
賜
は
り
ま
す
や
う
願
ひ
上
げ
ま
す
。
且
つ
ま

た
、
私
ど
も
の
、
ほ
と
ん
ど
生
涯
を
か
け
た
努
力
が
、
聖
徳
太
子
鑽
仰
の
よ
す
が
と
な

つ
て
、
多
く
の
人
々
の
お
役
に
立

つ
な
ら
ば

こ
れ
に
す
ぎ
る
喜
び
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
は
、
本
書

『
上
巷
』
を
お
贈
り
し
た
方
々
か
ら
、
心
曖
ま
る
お
覗
ひ
や
お
励
ま
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
厚
く

あ
と
が
き
　
　
　
一二
七
九



三
八
〇

御
證
申
し
上
げ
ま
す
。
中
に
、
東
京
大
學
名
春
教
授
の
李
川
彰
博
士
が
、　
お
葉
書
の
直
状
に

「
凝
然
以
来
の
御
研
究
と
存
じ
ま
す
」

と
言
つ
て
く
だ
さ
つ
た
こ
と
は
、
過
褒
の
お
言
葉
と
は
思
は
れ
ま
す
が
、
本
営
に
有
難
い
お
言
葉
で
あ
り
ま
し
た
。
―
―
凝
然
國
師

は
鎌
倉
後
期
の
大
學
曾

（
〓
一四
〇
―
〓
≡
三
）、
東
大
寺
戒
壇
院

の
長
老
で
、
述
作

一
二
〇
〇
餘
巻
。
『
勝
重
経
疏
詳
玄
記
』
十

八
巷
、
『
維
摩
組
疏
奄
羅
記
』
四
十
巷
が
あ
る
、
と
云
ひ
ま
す
。

ま
た
一耐
田
恒
存
先
生
か
ら

「
小
林
先
生
の
お
言
葉
に
封
す
る
何
よ
り
の
お
答
へ
と
感
銘
い
た
し
ま
し
た
」
と
の
お
言
葉
を
著
者

一

同
に
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
我
々
に
と
つ
て
こ
の
上
も
な
い
、
あ
り
が
た
い
お
言
葉
で
し
た
。
そ
れ
は
次
の
や
う
な
こ
と

に
つ
い
三
幅
田
先
生
が
鯛
れ
て
く
だ
さ
つ
た
こ
と
と
思
は
れ
ま
す
。

小
林
秀
雄
先
生
は
、
昭
和
五
十
八
年
三
月

一
日
、
数

へ
年
八
十
二
歳
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
五
年
前
の
昭
和

五
十
三
年
八
月
六
日
、
熊
本
縣
阿
蘇
に
お
け
る
國
民
文
化
研
究
會
の
第
二
十
三
回

・
全
國
學
生
青
年
合
宿
教
室
に
お
い
て

「
感
想
―

本
居
宣
長
を
め
ぐ
つ
て
」
と
題
す
る
講
演
を
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
日
の
夜
、
木
内
信
胤
先
生
、
文
春
の
郡
司
勝
義
氏
、

そ
れ
に
國
文
研
か
ら
小
田
村
寅
二
郎
理
事
長
、
夜
久
正
雄
理
事
雨
名
が
加
は
つ
て
會
食
致
し
ま
し
た
。
そ
の
時
期
は
ち
よ
う
ど

『
本

居
宣
長
』
御
刊
行
の
あ
と
で
し
た
が
、
聖
徳
太
子
の
こ
と
が
話
題
に
な
つ
た
の
で
す
。
す
る
と
、
小
林
先
生
は
熱
を
こ
め
て
次
の
や

う
に
話
さ
れ
ま
し
た
。
（あ
と
で
す
ぐ
私
は
書
き
留
め
て
お
き
ま
し
た
の
で
、　
さ
う
大
き
な
誤
り
は
な
い
は
ず
で
す
。

昭
和
五
十
八

年
四
月
、
『
新
潮

・
小
林
秀
雄
追
悼
記
念
跳
』
所
載
、
小
田
村
寅
二
郎

「
二
十
年
餘
の
御
縁
を
い
た
だ
い
て
」
、
新
潮
祗
版
カ
セ
ッ
ト

文
庫

『
小
林
秀
雄
講
演

。
本
居
宣
長
』
添
附
ペ
ー
パ
ー
、
夜
久
正
雄

「
阿
蘇
の
一
夜
」
参
照
）。



「
聖
徳
太
子
は
、
日
本
最
初
の
思
想
家
だ
。
『
義
疏
』
と
い
ふ
本
は
、
外
座
を
じ
つ
と
耐

へ
て
爆
嚢
す
る
や
う
に
、
日
本
人
が
あ

ら
は
れ
た
、
と
い
ふ
も
の
だ
。
太
子
を
外
國
文
化
の
影
響
に
染
ま
つ
た
人
、
と
い
ふ
人
た
ち
が
ゐ
る
が
、
そ
ん
な
も
の
で
は
な

い
。
あ

の
人
は
本
営
の
日
本
人
だ
。
自
分
が
犠
牲
に
な
つ
て
、
歴
史
を
作

つ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
日
本
人
は
み
ん
な
太
子
を

崇
め
て
ゐ
る
ん
で
す
。
太
子
の
苦
し
み
が
日
本
人
に
は
わ
か
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
な
く
て
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
に
皆
ん
な
が
太

子
を
憶
ひ
ま
す
か
Ｉ
Ｌ

や
が
て
木
内
先
生
が
、
小
林
先
生
に
、
こ
ん
ど
は
―
―
∩
本
居
宣
長
』
の
次
に
）
―
―
聖
徳
太
子
に
つ
い
て
書
い
て
は
し
い
と

言
は
れ
た
。
小
林
先
生
は
か
う
答

へ
ら
れ
た
。

「
僕
に
は
、
そ
れ

（太
子
に
つ
い
て
書
く
こ
と
）
に
取
り
組
む
時
間
的
餘
裕
は
、　
も
う
な
い
で
す
よ
。
（そ
れ
く
ら
ゐ
わ
か
り
ま
す
よ
）

そ
れ
に
、
あ
と
の
人
た
ち
に
、
仕
事
を
残
し
て
お
く
と
い
ふ
こ
と
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
ふ
ん
だ
。
」

「
太
子
の
本
営
の
姿
は
、
ま
だ
ま
だ
研
究
さ
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
。

あ
な
た
が
た
頼
み
ま
す
よ
。

―
―
太
子
は
ど
う
や
つ
て
死
ん
だ

ん
だ
ら
う
。
あ
の
人
に
死
ぬ
の
が
わ
か
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
。
」

こ
の
最
後
の
お
言
葉
は
、
獨
り
言
の
や
う
で
あ

つ
た
。
そ
し
て
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し

「
太
子
の
こ
と
を
頼
み
ま
す
よ
」
と
言

は
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
一帽
田
恒
存
先
生
の
言
は
れ
た

「
小
林
先
生
の
お
言
葉
に
封
す
る
何
よ
り
の
お
答

へ
と
感
銘
い
た
し
ま
し
た
」
と
い
ふ
お

言
葉
の
持
つ
意
味
と
受
け
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
ど
も
は
本
書
を
以
て
、
小
林
秀
雄
先
生
の
御
遺
託
に
封
す
る
お
答

へ
の

あ
と
が
き
　
　
　
一二
八
一



三
八
二

す
べ
て
で
あ
る
と
は
思
つ
て
を
り
ま
せ
ん
し
、
さ
ら
に
さ
ら
に
同
信
相
績
し
て
研
究
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
決
心
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

ま
た
、
同
時
代
人
と
し
て
深
い
大
き
な
學
恩
を
蒙
つ
た
小
林
秀
雄
先
生
の
御
遺
託
に
封
す
る
お
答
へ
の

一
牛
は
、
成
就
し
え
た
と
し

て
心
中
期
す
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
一幅
田
先
生
は
じ
め
事
情
を
知
つ
て
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
深
く
御
證
を
申
し
上
げ
た

い
と
思
ひ
ま
す
。
同
時
に
、
そ
れ
は
ど
ま
で
の
御
信
頼
を
い
た
だ
い
た
今
は
亡
き
小
林
先
生
に
あ
つ
く
御
祀
申
し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
、
長
年
に
わ
た
つ
て

「
輪
讀
」
を
績
け
る
こ
と
を
お
助
け
く
だ
さ
つ
た
、
共
同
研
究
者
著
者

一
同
の
御
家
族
の
皆
さ
ま
、

国
民
文
化
研
究
會
事
務
所
の
方
々
に
、
あ
つ
く
御
趙
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た

『
上
巷
』
「
は
し
が
き
」
に
御
薩
の
言
葉
を
記
し
ま
し
た
國
民
文
化
研
究
會
理
事
の
方
々
、
出
版

。
印
刷
開
係
の
方
々
、
と

り
わ
け
編
輯
措
営
で
大
憂
な
御
苦
勢
を
お
か
け
し
た
大
明
堂
の
近
藤
達
也
氏
に
、
重
ね
て
あ
つ
く
御
證
申
し
上
げ
て
欄
筆
い
た
し
ま

す
。
（昭
和
六
十
三
年
十
一
月
）
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世界の諸宗教

仏教思想へのいざない
横山紘―著 定イ面16∞円

仏教思想の源泉であるインド仏教を中心

に、その基本的概念を、専門家がわかり

やすく解説。普遍的な問いにこたえる。

憲賃輻勝髭経義疏ai岱愛ω
聖徳太子研究会著

日本文化の源流ともいえる勝豊経義疏の

義疏の部分の平易な現代語訳を中心に、

訓読文、語釈、注、研究等をおさめる。

―組織神学への序章― 神道 とは何か。

その依 ってたつ ところは何か。未開拓に

等 しい神道神学構築 を志向する好著。

国学の研究
上田賢治著

―草創期の人 と業績一 国学の学問的性

格 を明らかにするとともに現代神学の樹

立のためにその思想 と業績 を論述。

宗教神秘主義
岸本英夫著

―ヨーガの思想と心理― 神秘主義とは

何か。ヨーガストラの精緻な研究と、邦

訳および語彙をおさめる。

ガザーリーの祈結論
中村廣治郎著 定イ面48C10円

―イスラム神秘主義における修業一

イスラム研究、とくにその宗教、思想史

研究に資す。

日 本 カ ト リ シ ズ ム と 文 学

戸田義雄編        定価1800円

―井上洋治・遠藤周作・高橋たか子―

井上神父の人 と思想を原点に、遠藤・高

橋文学の本質に迫る論考 とシンポジウム

隠れた信仰次元

神道神学
上田賢治著

定価58∞ 円 戸田義雄編

定イ面2500円

定価2600円  鈴木範久著

定価2800円  赤司道雄著

定イ面24∞ 円

一日本キリス ト者の底流― いかに生 く
べきかの真摯な追求と社会的実践活動に

生かされた魂の深みにひそむ信仰の精髄

キリス ト教の世界
CSルイス/鈴木秀夫訳  定価18∞ 円

キリスト教とは。その根底にあるものは

何か。神学、宗派にとらわれない、素朴

な、共通なものの姿をうきぼりにする。

「代表的日本人」を読む
定イ面5400円

国際化時代 をむかえた今、あらためてよ
みがえる、内村鑑二の新 しい日本人像。

初版 と改版 とを厳密に照合 した本文収載

旧約聖書捕囚以後の思想史
定価2850円

―神の応報の問題をめぐって一 捕囚以

後の旧約諸書にみる応報観をめぐる諸々

の思想の展開とそれが新訳にどう繋るか

ラ テ ン ・ ア メ リ カ の 宗 教
藤田富雄著        定価 1600円

人種のるつぽラテン・アメリカにおいて

宗教がこれまでどのような役割を果たし

てきたか、これからどう展開するか。



宗教とは何か、その定義からはじめ、人 日本の諸宗教の特色 。本質を、日本人の

文科学の立場であらゆる角度から分析し 精神構造とのかかわりから、それぞれの

た名著。宗教を考えるひとの出発の書。  専門研究者が平易に解説している。

宗教学
岸本英夫著

宗教哲学
藤田富雄著

宗教と言語
戸田義雄著

宗教のこころ

日本の宗教
定価1200円  堀 ―郎編

世界の宗教
定価16∞ 円 岸本英夫編

定価15∞円

定イ面2000円

定イ面1800円

宗教のもつ意味と役割はどのようなもの

か。宗教の一般的理解にも、また諸宗教

間の相互理解のためにも必要な好著。

宗教の世界
戸田義雄著 定イ面14∞円

世界の諸宗教の生起・衰退・発展の歴史

を比較 し、その通有性 と異質性に注目、

文化の問題に も言及。

世界各地の諸宗教が、人間の生活活動の

なかで、どのような役割をはたしてきた

か。現代におけるその意味はなにか。

現代と宗教
大須賀潔著 定イ面 900円

危機の時代に、我々の求めているものは

なにか。現代の様相とその問題を、哲学

的・宗教学的にとらえる。

宗教の空間構造
シュビント編/徳久・吉田訳 定価3000円

人間あるいは文化を考えるうえで、その

思想の基本的な要素である宗教と、居住

空間とのかかわりは ?

宗教地理学
ソファー/徳久・久保田。生野訳   定イ面1150円

文化としての宗教、制度としての宗教な

どに地理学的分析を加え、さらに流動的

な都市社会の宗教状況まで分析、体系化

超越者 と風土
鈴木秀夫著        定価15∞ 円

生活の知的部分の基盤である思考と風土

が、 いかなるかかわりをもつか。最新の

科学的資料と雄大な体系的思考′

広 く言語 と文化の領域にまで触れなが ら

言語現象 との関連か ら宗教思想の成立・

メカニズムを分析する。

日本的宗教心の展開
宗教思想研究会編 定価2100円

従来の教団史あるいは教理史をはなれ、

宗教を営む人間の側にある宗教意識、宗

教心を中心にした新しい日本宗教史。

宗教現象の諸相
岸本英夫著 定価13∞ 円

宗教はこれを信ずるものにとっては切実

ないとなみである。宗教を客観的 ,実証

的・組織的に解明。



倉田百三 (増補版)

鈴木範久著        定価17∞ 円

―近代日本人と宗教― はじめて成る本

格的評伝。従来の過誤を正し、新事実、新

資料を加えたもっとも信頼できる基本書

文学にみられる生 と死

宗教 0心理～文学

定価 1300円  藤田富雄著

定価5800円  鈴木秀夫著

自  我
学芸大哲学研究室編    定価1400円

個と社会とのかかわりはどうあるべきか

そこで自我はどうはたらくのだろうか。

そしてどう適応するのか、平易に説明。

哲学へのいざない
高木きよ子著

万葉集以来、近代の作家まで、死と生の

問題についてどう考えてきたか。日本人

の宗教意識を文学をとおしてさぐる。

宗教的パーソナリテイ8鼎発
学

西山俊彦著

定イ面11∞ 円

単なる術語の解説や学説の紹介でな く、

自分 とは何か という問題 を明 らかにする

ために、哲学旅行へのすすめ。

風土の構造
定イ面15klCl円

人間形成へのかかわりから、宗教の機能

的考察を、理論的・体系的・実証的に行

なう。豊富な文献・資料を収載。

人間心理 と宗教
スピンクス/久保田圭伍訳  定価 1600円

宗教を把捉しようとする諸理論を簡潔に

紹介し現実の具体的な宗教現象の諸相を

解明。フロイト、ユングの宗教論に言及

ユングとテイリッヒ
ドゥアリイ/久保田・河東訳 定価1600円

両者を比較考察しつつ、カトリックとプ

ロテスタント、神学と心理学といった諸

対立の統合をこころみる。付・用語解説

認識と価値の哲学
エイムズ/峰島旭雄他訳  定価2200円

―パース・ジェィムズ・ミード・デューイー

人間、自然、認識、価値、教育のテーマ

に則してプラグマティズムの思想を紹介

人間環境に最も深 くかかわる気候学の最

新知識に、新鮮な思考方法をもって風土

を論ずる。和辻風土を超す力作と好評。

日本離の思想と文化
渡部正一著 定価28∞ 円

固有の風土のなかに生きてきた日本人が

そもそも始めからどのような考え方をし

てきたのか。その根底をえぐる。

絵と図形の心理学
広田 実著 定イ面32∞ 円

ひとは、なぜ絵をか くのだろうか。描画

行動が成立するために必要な根本的前提

はなにか。豊富な実験データにより解明

民族 と文化の発見
内野吾郎・戸田義雄編   定価18∞ 円

世界各国のいろいろと違った価値志向の

文化の枠組みをとらえ、そのうえで日本

文化のありようを聞い直す。










