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讃
』
祖
本
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察
」
の
『
大
谷
学
報
』
九
六
│
二
へ

の
掲
載
が
決
定
し
た
。
併
せ
て
御
参
照
の
程
、
お
願
い
し
た
い
。
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は
じ
め
に

　
こ
の
た
び
水
島
教
授
の
ご
紹
介
で
、
こ
の
学
会
で
お
話
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
「
無
生
の
生
」
曇
鸞
大
師
の
難
し
い

と
い
え
ば
難
し
い
し
、
わ
か
り
に
く
い
と
い
え
ば
わ
か
り
に
く
い
。
こ
の
「
生
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
私
の
考
え
を
お
話
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
小
谷
信
千
代
と
い
う
非
常
に
優
秀
で
頭
脳
明
晰
、
詳
細
と
い
う
の
か
ま
た
真
面
目
で
も
あ
る

学
者
が
、『
真
宗
の
往
生
論
』
と
い
う
一
書
を
公
刊
し
て
曇
鸞
の
「
無
生
の
生
」
説
は
誤
り
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
自
分
自
身
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
私
の
論
文
は
、
先
程
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
『
華
厳
教
学
序
説
│
真
如
と
真
理
の
研
究
』

と
い
う
、
擬
講
論
文
を
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
が
「
華
厳
教
学
」
の
序
説
と
し
て
、
真
如
と
真
理
と
い
う
教
理
用
語
を
、
調
査
し
た
よ
う

な
感
じ
の
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
註
は
何
も
つ
け
て
お
り
ま
せ
ん
。
何
故
か
。
ず
ぼ
ら
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
小
谷
さ
ん
（
以

下
敬
称
は
省
略
）
は
理
路
整
然
と
し
た
論
旨
を
展
開
し
て
い
る
。

　
曇
鸞
大
師
の
「
無
生
の
生
」
の
往
生
に
つ
い
て
彼
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
る
意
味
で
見
事
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ

と
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
基
本
的
な
と
こ
ろ
で
見
る
立
場
が
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
小
谷
説

曇
鸞
大
師「
無
生
の
生
」
の
誤
謬
説
を
嘆
く
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を
み
る
と
、「『
浄
土
論
』
の
往
生
を
「
無
生
の
生
」
と
し
た
曇
鸞
の
注
釈
は
誤
り
で
あ
る
」（『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生
論
』
三
〇
頁
）
と

い
う
。
そ
れ
が
結
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
講
題
を
「
嘆
く
」
と
し
た
の
は
『
歎
異
抄
』
の
嘆
の
み
な
ら
ず
驚
嘆
の
嘆
で
も
あ
り
、

悲
嘆
や
慨
嘆
の
面
も
あ
る
。
ま
た
褒
め
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
聞
い
た
の
で
、
そ
れ
も
含
め
る
。
要
す
る
に
「
曇
鸞
の
注
釈
は
誤
り
」

と
断
定
で
き
る
た
め
に
は
、
よ
ほ
ど
確
か
な
根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
無
生
の
生
」
に
つ
い
て
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら

で
あ
る
。「
思
い
き
っ
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
の
印
象
で
も
あ
っ
た
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
小
谷
説
へ
の
疑
義
に
つ
い
て
は
、「
無
生
の
生
」
に
か
か
わ
る
こ
と
に
限
定
し
て
そ
こ
に
的
を
絞
る
。
ま
た
空
観
と

唯
識
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
視
点
を
確
か
め
る
た
め
に
北
魏
の
仏
教
事
情
か
ら
私
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
章
　
北
魏
・
仏
教
界
の
実
情

　
「
相
容
れ
な
い
思
想
で
あ
る
」
な
ど
と
は
、
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
、
こ
の
た
び
の
小
谷
説
は
か
な
り
衝
撃
的
な
問
題
提

起
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
説
の
根
拠
が
近
代
仏
教
学
の
文
献
学
的
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
同
時
に
思
想
史
的
視
野
に
お
い
て
も
そ
う
で

あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
文
献
学
も
思
想
史
も
、
い
ろ
い
ろ
問
題
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
念
が
涌
い

て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
文
献
学
に
つ
い
て
そ
の
要
点
だ
け
を
簡
単
に
言
え
ば
、「
浅
い
読
み
方
と
深
い
読
み
方
が
あ
る
」。「
表
層

的
な
日
常
的
意
識
（
デ
ィ
ジ
タ
ル
）
と
深
層
的
な
深
い
意
識
（
ア
ナ
ロ
グ
）」
の
関
係
だ
と
い
う
説
も
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

（
詳
細
は
別
稿
「
文
献
学
的
基
礎
の
意
義
」
参
照
）。

　
小
谷
説
の
特
色
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
そ
の
見
方
に
奇
想
天
外
な
と
こ
ろ
の
あ
る
点
で
あ
る
。「『
論
註
』
に
世
親
的
思
想
の
欠
如
が
予

想
さ
れ
る
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
六
〇
頁
）
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。『
無
量
寿
経
論
註
の
研
究
』
七
五
頁
の
藤
堂
恭
俊
説
を
論
拠

に
し
て
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
曇
鸞
の
著
作
に
は
「
引
用
さ
れ
る
経
論
の
書
名
目
録
を
見
る
限
り
、『
瑜
伽
師
地
論
』
を
初
め

『
大
乗
荘
厳
経
論
釈
』
や
『
摂
大
乗
論
釈
』
等
の
瑜
伽
行
に
関
す
る
書
名
は
見
当
た
ら
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
六
〇
頁
）
な
い
か
ら
だ
と
い
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う
。
し
か
も
「
瑜
伽
唯
識
思
想
に
つ
い
て
究
め
ら
れ
た
形
跡
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
」（『
曇
鸞
教
学
の
研
究
』
六
五
頁
）
と
の
幡
谷
説
に
よ

り
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
釈
経
論
書
も
、
世
親
の
思
想
的
特
徴
を
理
解
し
た
上
で
の
引
用
で
な
い
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て

『
論
註
』
冒
頭
の
語
（
難
行
道
と
易
行
道
）
は
、「
曇
鸞
が
瑜
伽
師
世
親
の
思
想
を
充
分
に
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
六
〇
頁
）
と
い
う
。

　
こ
の
説
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
は
調
査
目
録
に
『
摂
大
乗
論
』
な
ど
の
書
名
が
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
が
、『
論
註
』
等
の
中
に
そ

の
書
名
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
唯
識
を
知
ら
な
か
っ
た
根
拠
に
な
る
と
い
う
の
は
お
か
し
な
論
旨
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
世
親

の
唯
識
と
い
う
か
ぎ
り
、『
摂
大
乗
論
』
系
の
も
の
が
主
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。『
十
地
経
論
』
系
の
そ
れ
も
入
る
こ

と
を
知
る
人
も
、
決
し
て
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
し
か
も
「
世
親
的
思
想
の
欠
如
」
と
い
う
藤
堂
説
は
、
当
時
の
北
魏
の
状
況
に
対
す
る
単
な
る
予
想
を
含
ん
で
の
論
考
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
『
十
地
経
論
』
と
曇
鸞
と
の
か
か
わ
り
と
な
れ
ば
、
曇
鸞
が
こ
の
論
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
か
。
そ
の
こ

と
に
か
か
わ
っ
て
別
の
課
題
に
な
る
。
ゆ
え
に
「
世
親
の
思
想
を
充
分
に
理
解
し
て
い
な
い
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
六
〇
頁
）
と
速
断
す
る

の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
藤
堂
の
言
う
、
曇
鸞
の
『
論
註
』
に
は
「
世
親
的
思
想
の
欠
如
が
予
想
さ
れ
る
」（『
無
量

寿
経
論
註
の
研
究
』
七
五
頁
）
と
い
う
の
は
、
後
に
玄
奘
の
新
訳
に
よ
っ
て
席
巻
さ
れ
る
唯
識
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
北
魏
の
仏
教
界

の
現
状
で
い
え
ば
、『
智
度
論
』
研
究
の
盛
行
の
中
に
あ
っ
て
竜
樹
へ
の
崇
敬
の
念
の
深
ま
る
状
況
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
竜
樹
に
対
す
る

北
魏
仏
教
徒
の
関
心
の
高
さ
は
鳩
摩
羅
什
と
そ
の
翻
訳
と
を
高
く
評
価
す
る
」（
同
前
七
一
頁
）
と
こ
ろ
と
な
り
、
ま
た
菩
提
流
支
の
訳
出

し
た
『
入
楞
伽
経
』
の
「
竜
樹
安
楽
国
往
生
懸
記
」
も
そ
の
崇
拝
に
拍
車
を
か
け
た
。
さ
ら
に
馬
鳴
に
関
し
て
も
崇
敬
の
念
を
昂
め
る
こ

と
に
な
り
、「
後
に
、
地
論
宗
の
形
成
と
と
も
に
『
大
乗
起
信
論
』
の
受
容
と
理
解
の
上
に
役
立
つ
こ
と
」
に
な
っ
た
。
そ
の
点
を
「
等

閑
視
す
べ
き
で
な
い
」（
同
前
七
四
頁
）
と
い
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
竜
樹
と
馬
鳴
と
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
（
中
略
）
の
が
、
北
魏
の

前
期
仏
教
の
趨
勢
」（
同
前
七
四
頁
）
と
な
る
。
そ
の
「
北
魏
の
既
成
仏
教
の
圏
内
に
、『
十
地
経
論
』
を
送
り
出
そ
う
と
す
る
場
合
、
そ
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を
み
る
と
、「『
浄
土
論
』
の
往
生
を
「
無
生
の
生
」
と
し
た
曇
鸞
の
注
釈
は
誤
り
で
あ
る
」（『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生
論
』
三
〇
頁
）
と

い
う
。
そ
れ
が
結
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
講
題
を
「
嘆
く
」
と
し
た
の
は
『
歎
異
抄
』
の
嘆
の
み
な
ら
ず
驚
嘆
の
嘆
で
も
あ
り
、

悲
嘆
や
慨
嘆
の
面
も
あ
る
。
ま
た
褒
め
る
と
い
う
意
味
も
あ
る
と
聞
い
た
の
で
、
そ
れ
も
含
め
る
。
要
す
る
に
「
曇
鸞
の
注
釈
は
誤
り
」

と
断
定
で
き
る
た
め
に
は
、
よ
ほ
ど
確
か
な
根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
無
生
の
生
」
に
つ
い
て
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら

で
あ
る
。「
思
い
き
っ
た
こ
と
を
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
の
印
象
で
も
あ
っ
た
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
小
谷
説
へ
の
疑
義
に
つ
い
て
は
、「
無
生
の
生
」
に
か
か
わ
る
こ
と
に
限
定
し
て
そ
こ
に
的
を
絞
る
。
ま
た
空
観
と

唯
識
観
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
視
点
を
確
か
め
る
た
め
に
北
魏
の
仏
教
事
情
か
ら
私
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
章
　
北
魏
・
仏
教
界
の
実
情

　
「
相
容
れ
な
い
思
想
で
あ
る
」
な
ど
と
は
、
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
、
こ
の
た
び
の
小
谷
説
は
か
な
り
衝
撃
的
な
問
題
提

起
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
説
の
根
拠
が
近
代
仏
教
学
の
文
献
学
的
研
究
の
成
果
で
あ
り
、
同
時
に
思
想
史
的
視
野
に
お
い
て
も
そ
う
で

あ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
文
献
学
も
思
想
史
も
、
い
ろ
い
ろ
問
題
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
念
が
涌
い

て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
文
献
学
に
つ
い
て
そ
の
要
点
だ
け
を
簡
単
に
言
え
ば
、「
浅
い
読
み
方
と
深
い
読
み
方
が
あ
る
」。「
表
層

的
な
日
常
的
意
識
（
デ
ィ
ジ
タ
ル
）
と
深
層
的
な
深
い
意
識
（
ア
ナ
ロ
グ
）」
の
関
係
だ
と
い
う
説
も
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。

（
詳
細
は
別
稿
「
文
献
学
的
基
礎
の
意
義
」
参
照
）。

　
小
谷
説
の
特
色
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
そ
の
見
方
に
奇
想
天
外
な
と
こ
ろ
の
あ
る
点
で
あ
る
。「『
論
註
』
に
世
親
的
思
想
の
欠
如
が
予

想
さ
れ
る
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
六
〇
頁
）
と
い
う
の
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。『
無
量
寿
経
論
註
の
研
究
』
七
五
頁
の
藤
堂
恭
俊
説
を
論
拠

に
し
て
の
主
張
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
曇
鸞
の
著
作
に
は
「
引
用
さ
れ
る
経
論
の
書
名
目
録
を
見
る
限
り
、『
瑜
伽
師
地
論
』
を
初
め

『
大
乗
荘
厳
経
論
釈
』
や
『
摂
大
乗
論
釈
』
等
の
瑜
伽
行
に
関
す
る
書
名
は
見
当
た
ら
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
六
〇
頁
）
な
い
か
ら
だ
と
い
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う
。
し
か
も
「
瑜
伽
唯
識
思
想
に
つ
い
て
究
め
ら
れ
た
形
跡
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
」（『
曇
鸞
教
学
の
研
究
』
六
五
頁
）
と
の
幡
谷
説
に
よ

り
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
釈
経
論
書
も
、
世
親
の
思
想
的
特
徴
を
理
解
し
た
上
で
の
引
用
で
な
い
旨
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て

『
論
註
』
冒
頭
の
語
（
難
行
道
と
易
行
道
）
は
、「
曇
鸞
が
瑜
伽
師
世
親
の
思
想
を
充
分
に
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
六
〇
頁
）
と
い
う
。

　
こ
の
説
の
不
思
議
な
と
こ
ろ
は
調
査
目
録
に
『
摂
大
乗
論
』
な
ど
の
書
名
が
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
が
、『
論
註
』
等
の
中
に
そ

の
書
名
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
唯
識
を
知
ら
な
か
っ
た
根
拠
に
な
る
と
い
う
の
は
お
か
し
な
論
旨
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
世
親

の
唯
識
と
い
う
か
ぎ
り
、『
摂
大
乗
論
』
系
の
も
の
が
主
に
な
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。『
十
地
経
論
』
系
の
そ
れ
も
入
る
こ

と
を
知
る
人
も
、
決
し
て
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。

　
し
か
も
「
世
親
的
思
想
の
欠
如
」
と
い
う
藤
堂
説
は
、
当
時
の
北
魏
の
状
況
に
対
す
る
単
な
る
予
想
を
含
ん
で
の
論
考
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
『
十
地
経
論
』
と
曇
鸞
と
の
か
か
わ
り
と
な
れ
ば
、
曇
鸞
が
こ
の
論
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
か
。
そ
の
こ

と
に
か
か
わ
っ
て
別
の
課
題
に
な
る
。
ゆ
え
に
「
世
親
の
思
想
を
充
分
に
理
解
し
て
い
な
い
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
六
〇
頁
）
と
速
断
す
る

の
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
藤
堂
の
言
う
、
曇
鸞
の
『
論
註
』
に
は
「
世
親
的
思
想
の
欠
如
が
予
想
さ
れ
る
」（『
無
量

寿
経
論
註
の
研
究
』
七
五
頁
）
と
い
う
の
は
、
後
に
玄
奘
の
新
訳
に
よ
っ
て
席
巻
さ
れ
る
唯
識
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
北
魏
の
仏
教
界

の
現
状
で
い
え
ば
、『
智
度
論
』
研
究
の
盛
行
の
中
に
あ
っ
て
竜
樹
へ
の
崇
敬
の
念
の
深
ま
る
状
況
で
あ
っ
た
た
め
に
、「
竜
樹
に
対
す
る

北
魏
仏
教
徒
の
関
心
の
高
さ
は
鳩
摩
羅
什
と
そ
の
翻
訳
と
を
高
く
評
価
す
る
」（
同
前
七
一
頁
）
と
こ
ろ
と
な
り
、
ま
た
菩
提
流
支
の
訳
出

し
た
『
入
楞
伽
経
』
の
「
竜
樹
安
楽
国
往
生
懸
記
」
も
そ
の
崇
拝
に
拍
車
を
か
け
た
。
さ
ら
に
馬
鳴
に
関
し
て
も
崇
敬
の
念
を
昂
め
る
こ

と
に
な
り
、「
後
に
、
地
論
宗
の
形
成
と
と
も
に
『
大
乗
起
信
論
』
の
受
容
と
理
解
の
上
に
役
立
つ
こ
と
」
に
な
っ
た
。
そ
の
点
を
「
等

閑
視
す
べ
き
で
な
い
」（
同
前
七
四
頁
）
と
い
っ
て
い
る
。
ゆ
え
に
「
竜
樹
と
馬
鳴
と
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
（
中
略
）
の
が
、
北
魏
の

前
期
仏
教
の
趨
勢
」（
同
前
七
四
頁
）
と
な
る
。
そ
の
「
北
魏
の
既
成
仏
教
の
圏
内
に
、『
十
地
経
論
』
を
送
り
出
そ
う
と
す
る
場
合
、
そ
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の
著
者
た
る
世
親
を
（
中
略
）
馬
鳴
・
竜
樹
な
る
両
巨
匠
へ
の
崇
敬
の
念
を
媒
介
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
」（
同
前
七
四
│
五
頁
）
は
当
然

と
も
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
「
世
親
そ
の
人
の
労
作
を
、
長
安
・
北
涼
両
地
区
に
は
行
わ
れ
た
仏
教
の
交
叉
・
交
流
す
る
、
言
い
か
え
れ
ば
、

そ
れ
ら
既
成
の
仏
教
思
想
の
上
に
、
受
容
が
開
始
せ
ら
れ
る
こ
と
」（
同
前
七
五
頁
）
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
「
予
想
す
る
も
の
で
も
あ

る
」（
同
前
七
五
頁
）
と
い
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
藤
堂
が
注
記
（
同
前
）
で
述
べ
て
い
る
『
大
智
度
論
疏
』
は
非
常
に
参
考
に
な
る
。

『
大
智
度
論
疏
』
第
十
四

「
此
の
十
二
因
縁
は
即
ち
是
れ
法
空
な
り
。
法
空
は
即
ち
是
れ
第
一
義
空
な
り
。
名
づ
け
て
智
慧
と
為
さ
ば
、
即
ち
是
れ
智
空
な
り
。

い
わ
ゆ
る
阿
梨
耶
識
・
波
若
の
真
智
慧
は
此
れ
た
だ
法
空
を
以
っ
て
因
と
為
す
」 

（
続
蔵
経
巻74.205b

上
）

「
今
は
法
性
義
は
受
照
に
拠
り
、
仏
性
の
義
は
能
照
に
拠
る
。
即
ち
是
の
阿
梨
耶
識
は
声
聞
は
た
だ
転
識
を
得
る
を
以
っ
て
、
此
の

識
を
得
ず
。
故
に
仏
性
を
見
ず
と
言
う
。
法
性
は
受
照
に
拠
る
。
故
に
同
じ
く
法
性
に
入
る
と
言
う
」 

（
同
前
）

「
声
聞
は
生
滅
す
る
智
慧
に
拠
っ
て
四
顚
倒
を
除
く
。
則
ち
是
の
転
識
は
不
生
不
滅
の
智
慧
に
依
っ
て
生
滅
を
除
く
。
此
れ
是
の
菩

薩
は
阿
梨
耶
識
を
以
っ
て
転
識
を
滅
す
る
な
り
。」 

（
続
蔵
経
巻74.206a

下
）

こ
の
点
を
は
っ
き
り
指
摘
す
る
も
の
に
横
超
慧
日
論
文
の
次
の
所
説
が
あ
る
。

曇
鸞
の
生
卒
年
代
に
つ
い
て
は
、（
中
略
）
北
斉
時
代
ま
で
存
命
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
な
い
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。（
中

略
）
仮
り
に
そ
れ
を
認
め
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
十
地
経
論
が
訳
さ
れ
た
時
（
五
一
一
）
彼
は
三
十
六
才
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

且
つ
彼
は
江
南
の
陶
弘
景
か
ら
仙
経
を
授
け
ら
れ
た
の
ち
洛
陽
で
菩
提
流
支
に
逢
い
、
そ
こ
で
浄
土
往
生
の
信
仰
に
入
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
彼
が
菩
提
流
支
か
ら
直
接
無
量
寿
経
論
を
授
か
っ
た
も
の
か
ど
う
か
の
問
題
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、

曇
鸞
の
生
存
時
に
十
地
経
論
が
盛
ん
に
研
究
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
彼
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え

ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

（『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
四
八
〜
四
九
頁
）

　
承
明
元
年
（
四
七
六
）
出
生
説
も
疑
義
あ
る
こ
と
と
し
な
が
ら
、
曇
鸞
と
『
十
地
経
論
』
の
関
係
を
推
定
し
た
横
超
は
、
北
魏
の
仏
教
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者
に
は
主
観
的
判
断
を
入
れ
る
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
が
却
っ
て
信
頼
を
懐
か
せ
た
と
し
て
、
唯
識
教
学
の
提
示
し
た
教
理
的
内
容
が
、
新

鮮
な
驚
き
を
も
っ
て
関
心
を
そ
そ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

十
地
経
論
で
は
古
い
経
を
新
し
い
唯
識
教
学
で
解
釈
し
、
そ
し
て
仏
教
の
諸
問
題
が
一
往
そ
の
中
に
す
べ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
し
い
唯
識
教
学
と
い
う
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
釈
論
中
に
出
て
く
る
阿
梨

耶
識
の
語
が
最
も
は
っ
き
り
そ
の
こ
と
を
示
す
。
例
え
ば
十
地
経
の
中
に
、
現
前
地
の
菩
薩
は
、「
三
界
は
虚
妄
に
し
て
但
だ
こ
れ

一
心
の
作
な
り
」
と
の
念
を
作
す
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、（
中
略
）
三
界
虚
妄
但
是
一
心
作
と
い
う
名
言
を
理
解
す
る

た
め
に
は
ど
う
し
て
も
阿
梨
耶
識
と
か
阿
陀
那
識
と
か
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
阿
梨

耶
識
と
か
阿
陀
那
識
と
い
う
よ
う
な
識
の
名
に
つ
い
て
は
従
来
全
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
唯
識
教
学
に
来
っ
て
初
め
て
説

き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
中
国
仏
教
学
に
と
っ
て
全
く
耳
新
し
い
語
で
あ
っ
た
。 

（『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
四
〇
頁
）

　
ち
な
み
に
「
三
界
唯
心
」
と
し
て
も
知
ら
れ
る
『
十
地
経
』
第
六
現
前
地
の
こ
の
経
文
は
、
唯
識
の
根
拠
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
法
相
学
で
は
阿
頼
耶
識
と
解
さ
れ
、
華
厳
学
で
は
如
来
蔵
自
性
清
浄
心
と
す
る
こ
と
な
ど
は
普
通

の
仏
教
学
辞
典
に
載
っ
て
い
る
。

　
唯
心
・
唯
識
の
基
本
的
立
場
を
示
す
経
の
「
一
心
」
は
、
そ
の
意
味
で
か
な
り
複
雑
な
要
素
を
含
む
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
法
相
の

よ
う
に
迷
い
の
根
元
と
み
れ
ば
、
一
切
の
虚
妄
の
根
拠
と
な
っ
て
妄
識
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
悟
り
の
基
点
と
し
て
み
れ
ば
真
識
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
。「
凡
夫
は
愚
痴
顚
倒
し
て
い
る
た
め
に
阿
梨
耶
識
及
び
阿
陀
那
識
の
中
に
お
い
て
解
脱
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
そ
れ
と
は
別
な
我
・
我
所
中
に
解
脱
を
求
め
る
」（
同
前
取
意
）
と
い
う
天
親
菩
薩
の
注
釈
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、
た
い
へ

ん
な
課
題
に
遭
遇
し
た
当
時
の
中
国
仏
教
学
界
の
混
乱
ぶ
り
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
第
六
現
前
地
は
、
般

若
の
空
智
が
現
前
す
る
こ
と
を
一
応
の
完
結
と
し
て
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
を
空
と
観
ず
る
智
慧
の
実

現
に
つ
い
て
、
そ
の
智
慧
を
唯
心
と
し
て
見
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
唯
識
観
と
空
観
と
は
一
枚
の
紙
の
裏
と
表
の
関
係
と
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の
著
者
た
る
世
親
を
（
中
略
）
馬
鳴
・
竜
樹
な
る
両
巨
匠
へ
の
崇
敬
の
念
を
媒
介
と
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
」（
同
前
七
四
│
五
頁
）
は
当
然

と
も
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
「
世
親
そ
の
人
の
労
作
を
、
長
安
・
北
涼
両
地
区
に
は
行
わ
れ
た
仏
教
の
交
叉
・
交
流
す
る
、
言
い
か
え
れ
ば
、

そ
れ
ら
既
成
の
仏
教
思
想
の
上
に
、
受
容
が
開
始
せ
ら
れ
る
こ
と
」（
同
前
七
五
頁
）
に
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
「
予
想
す
る
も
の
で
も
あ

る
」（
同
前
七
五
頁
）
と
い
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
藤
堂
が
注
記
（
同
前
）
で
述
べ
て
い
る
『
大
智
度
論
疏
』
は
非
常
に
参
考
に
な
る
。

『
大
智
度
論
疏
』
第
十
四

「
此
の
十
二
因
縁
は
即
ち
是
れ
法
空
な
り
。
法
空
は
即
ち
是
れ
第
一
義
空
な
り
。
名
づ
け
て
智
慧
と
為
さ
ば
、
即
ち
是
れ
智
空
な
り
。

い
わ
ゆ
る
阿
梨
耶
識
・
波
若
の
真
智
慧
は
此
れ
た
だ
法
空
を
以
っ
て
因
と
為
す
」 

（
続
蔵
経
巻74.205b

上
）

「
今
は
法
性
義
は
受
照
に
拠
り
、
仏
性
の
義
は
能
照
に
拠
る
。
即
ち
是
の
阿
梨
耶
識
は
声
聞
は
た
だ
転
識
を
得
る
を
以
っ
て
、
此
の

識
を
得
ず
。
故
に
仏
性
を
見
ず
と
言
う
。
法
性
は
受
照
に
拠
る
。
故
に
同
じ
く
法
性
に
入
る
と
言
う
」 

（
同
前
）

「
声
聞
は
生
滅
す
る
智
慧
に
拠
っ
て
四
顚
倒
を
除
く
。
則
ち
是
の
転
識
は
不
生
不
滅
の
智
慧
に
依
っ
て
生
滅
を
除
く
。
此
れ
是
の
菩

薩
は
阿
梨
耶
識
を
以
っ
て
転
識
を
滅
す
る
な
り
。」 

（
続
蔵
経
巻74.206a

下
）

こ
の
点
を
は
っ
き
り
指
摘
す
る
も
の
に
横
超
慧
日
論
文
の
次
の
所
説
が
あ
る
。

曇
鸞
の
生
卒
年
代
に
つ
い
て
は
、（
中
略
）
北
斉
時
代
ま
で
存
命
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
な
い
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。（
中

略
）
仮
り
に
そ
れ
を
認
め
て
考
え
る
と
す
れ
ば
、
十
地
経
論
が
訳
さ
れ
た
時
（
五
一
一
）
彼
は
三
十
六
才
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

且
つ
彼
は
江
南
の
陶
弘
景
か
ら
仙
経
を
授
け
ら
れ
た
の
ち
洛
陽
で
菩
提
流
支
に
逢
い
、
そ
こ
で
浄
土
往
生
の
信
仰
に
入
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
時
彼
が
菩
提
流
支
か
ら
直
接
無
量
寿
経
論
を
授
か
っ
た
も
の
か
ど
う
か
の
問
題
は
暫
く
措
く
と
し
て
も
、

曇
鸞
の
生
存
時
に
十
地
経
論
が
盛
ん
に
研
究
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
、
彼
が
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え

ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

（『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
四
八
〜
四
九
頁
）

　
承
明
元
年
（
四
七
六
）
出
生
説
も
疑
義
あ
る
こ
と
と
し
な
が
ら
、
曇
鸞
と
『
十
地
経
論
』
の
関
係
を
推
定
し
た
横
超
は
、
北
魏
の
仏
教
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者
に
は
主
観
的
判
断
を
入
れ
る
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
が
却
っ
て
信
頼
を
懐
か
せ
た
と
し
て
、
唯
識
教
学
の
提
示
し
た
教
理
的
内
容
が
、
新

鮮
な
驚
き
を
も
っ
て
関
心
を
そ
そ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

十
地
経
論
で
は
古
い
経
を
新
し
い
唯
識
教
学
で
解
釈
し
、
そ
し
て
仏
教
の
諸
問
題
が
一
往
そ
の
中
に
す
べ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
し
い
唯
識
教
学
と
い
う
点
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
釈
論
中
に
出
て
く
る
阿
梨

耶
識
の
語
が
最
も
は
っ
き
り
そ
の
こ
と
を
示
す
。
例
え
ば
十
地
経
の
中
に
、
現
前
地
の
菩
薩
は
、「
三
界
は
虚
妄
に
し
て
但
だ
こ
れ

一
心
の
作
な
り
」
と
の
念
を
作
す
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
が
、（
中
略
）
三
界
虚
妄
但
是
一
心
作
と
い
う
名
言
を
理
解
す
る

た
め
に
は
ど
う
し
て
も
阿
梨
耶
識
と
か
阿
陀
那
識
と
か
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
阿
梨

耶
識
と
か
阿
陀
那
識
と
い
う
よ
う
な
識
の
名
に
つ
い
て
は
従
来
全
く
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
唯
識
教
学
に
来
っ
て
初
め
て
説

き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
中
国
仏
教
学
に
と
っ
て
全
く
耳
新
し
い
語
で
あ
っ
た
。 

（『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
四
〇
頁
）

　
ち
な
み
に
「
三
界
唯
心
」
と
し
て
も
知
ら
れ
る
『
十
地
経
』
第
六
現
前
地
の
こ
の
経
文
は
、
唯
識
の
根
拠
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
法
相
学
で
は
阿
頼
耶
識
と
解
さ
れ
、
華
厳
学
で
は
如
来
蔵
自
性
清
浄
心
と
す
る
こ
と
な
ど
は
普
通

の
仏
教
学
辞
典
に
載
っ
て
い
る
。

　
唯
心
・
唯
識
の
基
本
的
立
場
を
示
す
経
の
「
一
心
」
は
、
そ
の
意
味
で
か
な
り
複
雑
な
要
素
を
含
む
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
法
相
の

よ
う
に
迷
い
の
根
元
と
み
れ
ば
、
一
切
の
虚
妄
の
根
拠
と
な
っ
て
妄
識
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
悟
り
の
基
点
と
し
て
み
れ
ば
真
識
と
い
う

こ
と
に
も
な
る
。「
凡
夫
は
愚
痴
顚
倒
し
て
い
る
た
め
に
阿
梨
耶
識
及
び
阿
陀
那
識
の
中
に
お
い
て
解
脱
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
、
そ
れ
と
は
別
な
我
・
我
所
中
に
解
脱
を
求
め
る
」（
同
前
取
意
）
と
い
う
天
親
菩
薩
の
注
釈
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
、
た
い
へ

ん
な
課
題
に
遭
遇
し
た
当
時
の
中
国
仏
教
学
界
の
混
乱
ぶ
り
は
相
当
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
第
六
現
前
地
は
、
般

若
の
空
智
が
現
前
す
る
こ
と
を
一
応
の
完
結
と
し
て
論
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
を
空
と
観
ず
る
智
慧
の
実

現
に
つ
い
て
、
そ
の
智
慧
を
唯
心
と
し
て
見
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
唯
識
観
と
空
観
と
は
一
枚
の
紙
の
裏
と
表
の
関
係
と
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な
り
、
同
時
成
立
の
同
根
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
経
文
の
十
空
三
昧
で
い
え
ば
、
そ
の
第
四
大
空
三
昧
は
「
彼
の
阿
梨
耶

識
観
に
依
る
」（『
国
訳
一
切
経
』
釈
経
論
部
六
、
一
八
〇
頁
）
と
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
て
も
「
空
」
は
「
阿
梨
耶
識
」
の
対
象
で
あ
る
。

　
し
か
も
第
八
地
の
「
報
行
成
に
住
す
」（
同
前
、
二
〇
七
頁
）
と
あ
る
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、「
善
く
阿
梨
耶
識
の
真
如
の
法
の
中
に
住
す

る
が
故
な
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
阿
梨
耶
識
は
第
六
地
で
阿
梨
耶
識
及
び
阿
陀
那
識
と
あ
っ
た
そ
の
阿
梨
耶
識
で
あ
る
。
ま
た
阿
陀
那

識
は
後
に
玄
奘
訳
の
『
成
唯
識
論
』
巻
第
三
で
「
色
根
を
執
持
す
る
は
た
ら
き
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
阿
梨
耶
識
の
異
名
で
あ

る
。

　
『
智
度
論
』
を
身
読
し
て
い
た
と
も
い
え
る
曇
鸞
の
視
点
か
ら
い
え
ば
『
十
地
経
』
の
第
六
現
前
地
に
お
け
る
空
智
の
顕
現
は
、
第
一

義
空
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
智
慧
で
あ
る
か
ら
「
智
空
」
と
な
る
。
同
時
に
『
論
』
の
「
阿
梨
耶
識
及
び
阿
陀
那
識
に
解
脱
を
求
む
べ

き
」
と
あ
る
と
き
の
阿
梨
耶
識
に
な
る
。
そ
れ
が
、「
波
若
の
真
智
慧
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
阿
梨
耶
識
は
声
聞
に
は
理
解
で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
不
生
不
滅
の
智
慧
に
よ
っ
て
生
滅
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
菩

薩
で
あ
り
、
阿
梨
耶
に
よ
っ
て
転
識
を
滅
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
点
も
通
常
の
阿
頼
耶
識
の
見
方
と
は
全
く
別
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
後
に
成
立
し
て
侃
々
諤
々
の
論
争
の
始
ま
る
地
論
学
派
の
諸
説
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
の
阿
梨
耶
識
は
真
識
な
の
か
妄
職
な
の

か
。
ま
た
は
真
妄
和
合
識
な
の
か
。
諸
説
入
り
乱
れ
て
混
沌
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
混
乱
状
態
を
引
き
起
す
最
初
の
段
階
が
『
十
地

経
論
』
が
北
朝
へ
伝
播
し
て
い
く
先
述
の
状
態
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
様
々
な
憶
測
も
あ
り
う
る
。
ま
た
予
想
さ
れ
る
可
能
性
も
十
分
で
あ

る
。
そ
こ
で
仮
り
に
真
識
と
し
て
見
る
と
、「
但
是
心
作
」
の
経
文
を
『
論
』
が
「
唯
心
」
と
し
て
釈
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
能
動

的
な
あ
り
方
の
積
極
性
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
『
浄
土
論
』
で
い
え
ば
「
世
尊
我
一
心
」
の
「
一
心
」
に
通
底

す
る
唯
心
の
発
見
で
あ
る
。
こ
の
「
唯
心
」
は
識
の
作
用
に
は
違
い
な
い
が
、
日
常
的
な
意
識
の
領
域
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
る
。
ゆ
え

に
『
起
信
論
』
の
い
う
「
心
真
如
」
と
も
通
じ
る
深
み
に
お
け
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
強
い
て
親
鸞
の
真
宗
で
い
え
ば
「「
唯
」
は
、
ひ

と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
」。（『
聖
典
』
五
四
七
頁
）『
唯
信
鈔
文
意
』
の
「
こ
こ
ろ
」
に
当
る
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
「
唯
心
」
は
「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
唯
心
で
は
な
い
。
何
に
で
も
自
性
を
立
て
て
固
定
化
し
、
自
力
の
我
執
に
よ
っ
て
抽
象
の
中

に
閉
じ
こ
も
る
。
そ
の
唯
心
が
沈
む
唯
心
で
あ
る
。
そ
の
状
態
か
ら
解
脱
す
る
の
が
親
鸞
の
唯
心
で
あ
る
。「
唯
心
」
と
い
え
ば
ど
の
場

合
で
も
自
性
に
沈
む
唯
心
と
解
す
る
の
は
安
直
す
ぎ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
再
び
横
超
論
文
に
戻
る
。
曇
鸞
と
『
十
地
経
論
』
の
関
係
を
述
べ
る
横
超
は
、『
論
註
』
の
い
う
往
生
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

な
結
語
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
。

こ
の
無
量
寿
経
論
は
、
正
し
く
往
生
を
勧
め
ら
れ
る
仏
説
を
受
け
と
め
て
、
そ
の
教
の
ま
ま
に
自
身
が
往
生
を
願
う
者
で
あ
る
と
し

て
そ
の
願
を
披
瀝
し
つ
つ
、
更
に
進
ん
で
そ
れ
が
速
得
成
仏
の
法
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
道
を
願
う
菩
薩

行
の
立
場
か
ら
願
生
浄
土
の
法
を
論
証
し
往
生
こ
そ
真
に
速
疾
成
仏
の
法
な
り
と
説
く
点
に
お
い
て
実
に
こ
れ
は
浄
土
教
信
仰
の
歴

史
中
此
上
な
い
重
要
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。 

（『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
四
八
頁
）

そ
こ
で
曇
鸞
は
こ
う
考
え
た
。（
中
略
）
こ
こ
に
は
そ
れ
ら
三
経
の
経
文
が
引
き
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
そ
れ
が
根
柢
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
疑
な
い
。
故
に
こ
れ
は
自
己
の
願
生
心
を
述
べ
て
作
ら
れ
た
偈
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
と
は
三
経
所
説
の
真
実
功
徳

相
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
そ
れ
で
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
三
経
所
説
と
相
応
し
て
い
る
の
か

そ
の
点
を
判
然
さ
せ
ぬ
限
り
い
か
に
字
句
の
説
明
を
し
て
も
無
量
寿
経
論
を
注
解
し
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
曇
鸞
は
た

し
か
に
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
こ
の
論
註
の
中
に
は
、
単
な
る
字
句
の
解
釈
を
越
え
て
終
始
一
貫
一
々
の
問
題
の

背
景
と
な
っ
て
い
る
も
の
や
そ
こ
に
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
を
問
い
つ
め
、
そ
の
結
果
一
切
を
仏
の
威
神
力
と
仏
の
本
願
力
と
に
帰

結
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
発
想
は
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
著
作
中
全
く
比
類
な
き
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

 

（『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
五
〇
頁
）

　
曇
鸞
は
自
己
自
身
の
願
生
者
と
し
て
の
自
覚
に
お
い
て
「
往
生
」
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
横
超
で
い
え
ば
「
自
己
の
願
生
の
意
を

明
か
し
、（
中
略
）
自
身
が
往
生
を
願
う
者
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
は
『
山
辺
・
赤
沼
教
行
信
証
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な
り
、
同
時
成
立
の
同
根
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
経
文
の
十
空
三
昧
で
い
え
ば
、
そ
の
第
四
大
空
三
昧
は
「
彼
の
阿
梨
耶

識
観
に
依
る
」（『
国
訳
一
切
経
』
釈
経
論
部
六
、
一
八
〇
頁
）
と
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
て
も
「
空
」
は
「
阿
梨
耶
識
」
の
対
象
で
あ
る
。

　
し
か
も
第
八
地
の
「
報
行
成
に
住
す
」（
同
前
、
二
〇
七
頁
）
と
あ
る
と
こ
ろ
で
い
え
ば
、「
善
く
阿
梨
耶
識
の
真
如
の
法
の
中
に
住
す

る
が
故
な
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
の
阿
梨
耶
識
は
第
六
地
で
阿
梨
耶
識
及
び
阿
陀
那
識
と
あ
っ
た
そ
の
阿
梨
耶
識
で
あ
る
。
ま
た
阿
陀
那

識
は
後
に
玄
奘
訳
の
『
成
唯
識
論
』
巻
第
三
で
「
色
根
を
執
持
す
る
は
た
ら
き
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
阿
梨
耶
識
の
異
名
で
あ

る
。

　
『
智
度
論
』
を
身
読
し
て
い
た
と
も
い
え
る
曇
鸞
の
視
点
か
ら
い
え
ば
『
十
地
経
』
の
第
六
現
前
地
に
お
け
る
空
智
の
顕
現
は
、
第
一

義
空
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
智
慧
で
あ
る
か
ら
「
智
空
」
と
な
る
。
同
時
に
『
論
』
の
「
阿
梨
耶
識
及
び
阿
陀
那
識
に
解
脱
を
求
む
べ

き
」
と
あ
る
と
き
の
阿
梨
耶
識
に
な
る
。
そ
れ
が
、「
波
若
の
真
智
慧
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
阿
梨
耶
識
は
声
聞
に
は
理
解
で
き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
不
生
不
滅
の
智
慧
に
よ
っ
て
生
滅
を
除
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
菩

薩
で
あ
り
、
阿
梨
耶
に
よ
っ
て
転
識
を
滅
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
点
も
通
常
の
阿
頼
耶
識
の
見
方
と
は
全
く
別
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
後
に
成
立
し
て
侃
々
諤
々
の
論
争
の
始
ま
る
地
論
学
派
の
諸
説
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
の
阿
梨
耶
識
は
真
識
な
の
か
妄
職
な
の

か
。
ま
た
は
真
妄
和
合
識
な
の
か
。
諸
説
入
り
乱
れ
て
混
沌
と
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
混
乱
状
態
を
引
き
起
す
最
初
の
段
階
が
『
十
地

経
論
』
が
北
朝
へ
伝
播
し
て
い
く
先
述
の
状
態
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
様
々
な
憶
測
も
あ
り
う
る
。
ま
た
予
想
さ
れ
る
可
能
性
も
十
分
で
あ

る
。
そ
こ
で
仮
り
に
真
識
と
し
て
見
る
と
、「
但
是
心
作
」
の
経
文
を
『
論
』
が
「
唯
心
」
と
し
て
釈
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
能
動

的
な
あ
り
方
の
積
極
性
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
『
浄
土
論
』
で
い
え
ば
「
世
尊
我
一
心
」
の
「
一
心
」
に
通
底

す
る
唯
心
の
発
見
で
あ
る
。
こ
の
「
唯
心
」
は
識
の
作
用
に
は
違
い
な
い
が
、
日
常
的
な
意
識
の
領
域
と
は
い
え
な
い
面
が
あ
る
。
ゆ
え

に
『
起
信
論
』
の
い
う
「
心
真
如
」
と
も
通
じ
る
深
み
に
お
け
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
強
い
て
親
鸞
の
真
宗
で
い
え
ば
「「
唯
」
は
、
ひ

と
り
と
い
う
こ
こ
ろ
な
り
」。（『
聖
典
』
五
四
七
頁
）『
唯
信
鈔
文
意
』
の
「
こ
こ
ろ
」
に
当
る
と
思
わ
れ
る
。
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こ
の
「
唯
心
」
は
「
自
性
唯
心
に
沈
む
」
唯
心
で
は
な
い
。
何
に
で
も
自
性
を
立
て
て
固
定
化
し
、
自
力
の
我
執
に
よ
っ
て
抽
象
の
中

に
閉
じ
こ
も
る
。
そ
の
唯
心
が
沈
む
唯
心
で
あ
る
。
そ
の
状
態
か
ら
解
脱
す
る
の
が
親
鸞
の
唯
心
で
あ
る
。「
唯
心
」
と
い
え
ば
ど
の
場

合
で
も
自
性
に
沈
む
唯
心
と
解
す
る
の
は
安
直
す
ぎ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
再
び
横
超
論
文
に
戻
る
。
曇
鸞
と
『
十
地
経
論
』
の
関
係
を
述
べ
る
横
超
は
、『
論
註
』
の
い
う
往
生
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う

な
結
語
を
も
っ
て
終
っ
て
い
る
。

こ
の
無
量
寿
経
論
は
、
正
し
く
往
生
を
勧
め
ら
れ
る
仏
説
を
受
け
と
め
て
、
そ
の
教
の
ま
ま
に
自
身
が
往
生
を
願
う
者
で
あ
る
と
し

て
そ
の
願
を
披
瀝
し
つ
つ
、
更
に
進
ん
で
そ
れ
が
速
得
成
仏
の
法
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
仏
道
を
願
う
菩
薩

行
の
立
場
か
ら
願
生
浄
土
の
法
を
論
証
し
往
生
こ
そ
真
に
速
疾
成
仏
の
法
な
り
と
説
く
点
に
お
い
て
実
に
こ
れ
は
浄
土
教
信
仰
の
歴

史
中
此
上
な
い
重
要
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。 

（『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
四
八
頁
）

そ
こ
で
曇
鸞
は
こ
う
考
え
た
。（
中
略
）
こ
こ
に
は
そ
れ
ら
三
経
の
経
文
が
引
き
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
そ
れ
が
根
柢
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
疑
な
い
。
故
に
こ
れ
は
自
己
の
願
生
心
を
述
べ
て
作
ら
れ
た
偈
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
と
は
三
経
所
説
の
真
実
功
徳

相
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
そ
れ
で
は
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
三
経
所
説
と
相
応
し
て
い
る
の
か

そ
の
点
を
判
然
さ
せ
ぬ
限
り
い
か
に
字
句
の
説
明
を
し
て
も
無
量
寿
経
論
を
注
解
し
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
の
で
は
な
い
か
。
曇
鸞
は
た

し
か
に
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
こ
の
論
註
の
中
に
は
、
単
な
る
字
句
の
解
釈
を
越
え
て
終
始
一
貫
一
々
の
問
題
の

背
景
と
な
っ
て
い
る
も
の
や
そ
こ
に
意
図
さ
れ
て
い
る
も
の
を
問
い
つ
め
、
そ
の
結
果
一
切
を
仏
の
威
神
力
と
仏
の
本
願
力
と
に
帰

結
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
発
想
は
中
国
に
お
け
る
仏
教
の
著
作
中
全
く
比
類
な
き
も
の
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

 

（『
北
魏
仏
教
の
研
究
』
五
〇
頁
）

　
曇
鸞
は
自
己
自
身
の
願
生
者
と
し
て
の
自
覚
に
お
い
て
「
往
生
」
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
横
超
で
い
え
ば
「
自
己
の
願
生
の
意
を

明
か
し
、（
中
略
）
自
身
が
往
生
を
願
う
者
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
は
『
山
辺
・
赤
沼
教
行
信
証
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講
義
』（
五
三
四
〜
五
頁
）
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
小
谷
が
推
称
す
る
だ
け
あ
っ
て
当
を
え
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。「
誠
に
久
遠
劫
来
の
人
間

の
自
性
は
、
我
執
の
念
で
あ
る
。
洗
え
ど
も
清
め
難
く
、
焼
け
ど
も
失
せ
ぬ
、
傲
岸
不
遜
の
毒
我
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
れ
が
、
宗
教
の

形
を
取
る
と
き
に
、
自
性
唯
心
か
、
若
く
は
定
散
自
心
と
な
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
真
実
の
自
我
は
、
依
然
と
し
て
迷
妄
の
ま
ま
に
い

る
。（
中
略
）
恰
も
死
兒
に
美
服
を
着
せ
て
、
抱
き
か
か
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
わ
が
聖
人
は
、
そ
の
浅
ま
し
き
自
力
疑
心
を

自
覚
せ
ら
れ
た
」。
そ
の
一
点
が
曖
昧
で
あ
れ
ば
「
空
中
に
楼
閣
を
築
か
ん
と
す
る
よ
り
も
、
愚
な
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
当
代
古
今
の

人
々
は
、（
中
略
）
自
己
の
真
を
覚
ら
ず
、
本
願
の
真
意
を
顧
み
る
も
の
は
な
い
」
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。

　
い
わ
ば
、
自
己
自
身
に
対
す
る
疑
い
の
目
の
欠
如
で
あ
る
。
何
ご
と
か
を
主
張
し
た
り
行
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
の
裏
に
驚
く
べ
き
自

力
の
自
己
中
心
性
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
に
全
く
気
づ
か
な
い
自
己
が
現
在
の
自
分
で
あ
る
と
の
自
覚
で
あ
る
。

　
自
力
と
他
力
の
截
然
た
る
判
別
を
な
し
た
の
は
曇
鸞
で
あ
る
。
そ
の
画
期
的
意
味
は
決
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。『
論
註
』
は
そ

の
こ
と
を
明
か
に
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
冒
頭
の
難
易
二
道
に
つ
い
て
い
え
ば
、
不
退
を
求
め
る
こ
と
の

困
難
さ
を
示
す
第
五
は
「
自
力
に
な
っ
て
い
て
、
他
力
に
持
も
た
れ
て
い
な
い
」
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し
て
最
後
は
、
自
力
と
他
力
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
譬
え
を
引
い
て
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。「
け
っ
し
て
自
分
だ
け
の
小
さ
な
お
も
い
に
ひ
っ
こ
ん
で
ひ
と
り
よ
が
り
に
な

ら
な
い
よ
う
に
」（『
解
読
浄
土
論
註
』
巻
下
、
一
七
〇
頁
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ギ
ョ
ッ
と
す
る
よ
う
な
感
じ
を
与
え
ら
れ
た
の
は
私
だ
け

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
章
　
『
般
若
経
典
』
と
『
智
度
論
』
の
立
場

　
般
若
中
観
の
立
場
で
す
べ
て
を
見
る
と
い
う
方
法
は
、
智
慧
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一

切
法
の
実
相
で
あ
る
普
遍
的
な
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
だ
て
で
あ
る
。

　
般
若
はpra-jñā

の
音
写
語
で
あ
り
、
漢
訳
し
て
智
慧
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
少
し
仏
教
を
学
ん
だ
者
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
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そ
の
空
と
観
ず
る
智
慧
が
「
無
生
」
と
し
て
生
を
否
定
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
章
で
確
認
し
た
。
そ
の
点
を
別
の
角
度

か
ら
考
え
て
み
る
。

　
当
面
の
課
題
で
あ
る
『
論
註
』
で
い
え
ば
、「
名
義
摂
対
」
で
い
わ
れ
る
「
般
若
と
い
う
は
如
に
達
す
る
の
慧
の
名
な
り
」
が
最
初
の

手
が
か
り
に
な
る
。『
解
読
』（
巻
下
、
一
四
一
頁
）
の
注
で
は
「
真
如
実
相
の
理
に
体
達
し
た
根
本
の
智
慧
、
真
諦
門
の
智
慧
」
と
解
説

さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
智
慧
に
関
連
し
て
示
さ
れ
て
い
る
「
什
公
の
註
」（『
注
維
摩
』）
と
『
智
度
論
』
の
所
説
（
同
前
一
四
二

頁
）
か
ら
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
次
の
も
の
で
あ
る
。

智
度
は
明
照
を
以
て
体
と
為
し
て
万
行
を
成
済
す
と
雖
も
、
其
の
功
用
を
比
ぶ
る
に
方
便
に
及
ば
ず
。
故
に
以
て
母
と
為
す
。
正
方

便
は
父
、
梵
音
の
中
に
父
の
義
あ
り
。
方
便
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
深
く
空
を
解
し
て
、
し
か
も
相
を
取
り
て
証
を
受
け
ず
。
二
に

は
、
実
相
の
理
深
き
を
以
て
、
能
く
信
受
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
要
ず
方
便
に
順
い
て
群
生
を
誘
引
し
、
其
を
し
て
漸
く
悟
ら
し
む
。

方
便
の
義
、
深
く
し
て
功
重
し
。
故
に
父
と
為
す
な
り

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
方
便
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
は
計
り
知
れ
な
い
深
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
空
の
意
味
が
深
く
理
解
で
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
表
現
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
。「
証
を
受
け
ず
」
と
は
『
大
乗
大
義
章
』
に
「
二
乗
の
証
も
取
ら
ず
」

と
あ
る
例
か
ら
み
て
現
さ
れ
た
形
に
執
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
現
実
を
超
え
た
領
域
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
敏
感
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
漢
民
族
が
、
漢
字
を
生
み
出
し
て
民
族
本
来
の
文
化
性
を

発
起
し
た
。
イ
ン
ド
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
人
類
の
普
遍
的
な
叡
智
を
、
漢
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の
事
実
を
は
っ
き
り
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
羅
什
門
下
の
逸
材
で
あ
る
優
秀
な
青
年
達
で
あ
っ
た
。
僧
肇
・
僧
叡
・
道
生

な
ど
で
あ
る
。
そ
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
て
大
乗
仏
教
の
基
点
の
一
つ
で
あ
る
空
観
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
適
確
に
表
現
で
き
た
の
が
曇

鸞
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
無
生
の
生
」
は
竜
樹
の
空
観
の
見
事
な
漢
語
・
漢
文
化
で
あ
っ
た
。「
無
生
」
は
否
定
的
な
要
素
を
含
む

が
ゆ
え
に
、
主
体
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
真
に
「
生
」
と
し
て
甦
え
る
非
有
非
無
の
「
中
道
」
を
示
し
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講
義
』（
五
三
四
〜
五
頁
）
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
小
谷
が
推
称
す
る
だ
け
あ
っ
て
当
を
え
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。「
誠
に
久
遠
劫
来
の
人
間

の
自
性
は
、
我
執
の
念
で
あ
る
。
洗
え
ど
も
清
め
難
く
、
焼
け
ど
も
失
せ
ぬ
、
傲
岸
不
遜
の
毒
我
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
れ
が
、
宗
教
の

形
を
取
る
と
き
に
、
自
性
唯
心
か
、
若
く
は
定
散
自
心
と
な
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
真
実
の
自
我
は
、
依
然
と
し
て
迷
妄
の
ま
ま
に
い

る
。（
中
略
）
恰
も
死
兒
に
美
服
を
着
せ
て
、
抱
き
か
か
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
わ
が
聖
人
は
、
そ
の
浅
ま
し
き
自
力
疑
心
を

自
覚
せ
ら
れ
た
」。
そ
の
一
点
が
曖
昧
で
あ
れ
ば
「
空
中
に
楼
閣
を
築
か
ん
と
す
る
よ
り
も
、
愚
な
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
当
代
古
今
の

人
々
は
、（
中
略
）
自
己
の
真
を
覚
ら
ず
、
本
願
の
真
意
を
顧
み
る
も
の
は
な
い
」
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。

　
い
わ
ば
、
自
己
自
身
に
対
す
る
疑
い
の
目
の
欠
如
で
あ
る
。
何
ご
と
か
を
主
張
し
た
り
行
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
の
裏
に
驚
く
べ
き
自

力
の
自
己
中
心
性
が
潜
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
に
全
く
気
づ
か
な
い
自
己
が
現
在
の
自
分
で
あ
る
と
の
自
覚
で
あ
る
。

　
自
力
と
他
力
の
截
然
た
る
判
別
を
な
し
た
の
は
曇
鸞
で
あ
る
。
そ
の
画
期
的
意
味
は
決
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。『
論
註
』
は
そ

の
こ
と
を
明
か
に
す
る
た
め
に
書
か
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
冒
頭
の
難
易
二
道
に
つ
い
て
い
え
ば
、
不
退
を
求
め
る
こ
と
の

困
難
さ
を
示
す
第
五
は
「
自
力
に
な
っ
て
い
て
、
他
力
に
持
も
た
れ
て
い
な
い
」
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し
て
最
後
は
、
自
力
と
他
力
に
つ

い
て
の
具
体
的
な
譬
え
を
引
い
て
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。「
け
っ
し
て
自
分
だ
け
の
小
さ
な
お
も
い
に
ひ
っ
こ
ん
で
ひ
と
り
よ
が
り
に
な

ら
な
い
よ
う
に
」（『
解
読
浄
土
論
註
』
巻
下
、
一
七
〇
頁
）
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ギ
ョ
ッ
と
す
る
よ
う
な
感
じ
を
与
え
ら
れ
た
の
は
私
だ
け

な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
章
　
『
般
若
経
典
』
と
『
智
度
論
』
の
立
場

　
般
若
中
観
の
立
場
で
す
べ
て
を
見
る
と
い
う
方
法
は
、
智
慧
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
象
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一

切
法
の
実
相
で
あ
る
普
遍
的
な
道
理
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
手
だ
て
で
あ
る
。

　
般
若
はpra-jñā

の
音
写
語
で
あ
り
、
漢
訳
し
て
智
慧
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
少
し
仏
教
を
学
ん
だ
者
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
。
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そ
の
空
と
観
ず
る
智
慧
が
「
無
生
」
と
し
て
生
を
否
定
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
前
章
で
確
認
し
た
。
そ
の
点
を
別
の
角
度

か
ら
考
え
て
み
る
。

　
当
面
の
課
題
で
あ
る
『
論
註
』
で
い
え
ば
、「
名
義
摂
対
」
で
い
わ
れ
る
「
般
若
と
い
う
は
如
に
達
す
る
の
慧
の
名
な
り
」
が
最
初
の

手
が
か
り
に
な
る
。『
解
読
』（
巻
下
、
一
四
一
頁
）
の
注
で
は
「
真
如
実
相
の
理
に
体
達
し
た
根
本
の
智
慧
、
真
諦
門
の
智
慧
」
と
解
説

さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
智
慧
に
関
連
し
て
示
さ
れ
て
い
る
「
什
公
の
註
」（『
注
維
摩
』）
と
『
智
度
論
』
の
所
説
（
同
前
一
四
二

頁
）
か
ら
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
次
の
も
の
で
あ
る
。

智
度
は
明
照
を
以
て
体
と
為
し
て
万
行
を
成
済
す
と
雖
も
、
其
の
功
用
を
比
ぶ
る
に
方
便
に
及
ば
ず
。
故
に
以
て
母
と
為
す
。
正
方

便
は
父
、
梵
音
の
中
に
父
の
義
あ
り
。
方
便
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
深
く
空
を
解
し
て
、
し
か
も
相
を
取
り
て
証
を
受
け
ず
。
二
に

は
、
実
相
の
理
深
き
を
以
て
、
能
く
信
受
せ
ざ
る
こ
と
な
し
。
要
ず
方
便
に
順
い
て
群
生
を
誘
引
し
、
其
を
し
て
漸
く
悟
ら
し
む
。

方
便
の
義
、
深
く
し
て
功
重
し
。
故
に
父
と
為
す
な
り

　
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
方
便
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
は
計
り
知
れ
な
い
深
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
空
の
意
味
が
深
く
理
解
で
き
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
表
現
で
き
る
と
い
っ
て
い
る
。「
証
を
受
け
ず
」
と
は
『
大
乗
大
義
章
』
に
「
二
乗
の
証
も
取
ら
ず
」

と
あ
る
例
か
ら
み
て
現
さ
れ
た
形
に
執
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
現
実
を
超
え
た
領
域
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
敏
感
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
漢
民
族
が
、
漢
字
を
生
み
出
し
て
民
族
本
来
の
文
化
性
を

発
起
し
た
。
イ
ン
ド
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
人
類
の
普
遍
的
な
叡
智
を
、
漢
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
そ
の
事
実
を
は
っ
き
り
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
が
、
羅
什
門
下
の
逸
材
で
あ
る
優
秀
な
青
年
達
で
あ
っ
た
。
僧
肇
・
僧
叡
・
道
生

な
ど
で
あ
る
。
そ
の
影
響
の
も
と
に
あ
っ
て
大
乗
仏
教
の
基
点
の
一
つ
で
あ
る
空
観
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
適
確
に
表
現
で
き
た
の
が
曇

鸞
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
「
無
生
の
生
」
は
竜
樹
の
空
観
の
見
事
な
漢
語
・
漢
文
化
で
あ
っ
た
。「
無
生
」
は
否
定
的
な
要
素
を
含
む

が
ゆ
え
に
、
主
体
そ
の
も
の
を
批
判
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
真
に
「
生
」
と
し
て
甦
え
る
非
有
非
無
の
「
中
道
」
を
示
し
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え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
虚
無
の
断
見
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
た
確
か
な
「
生
」
の
表
現
で
あ
っ
た
。

同
時
に
有
に
固
執
す
る
常
見
か
ら
の
脱
却
で
も
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
『
十
地
経
論
』
の
い
う
阿
梨
耶
識
を
ど
う
見
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
が
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

想
い
起
こ
せ
ば
、
自
分
の
文
章
が
初
め
て
活
字
に
な
っ
た
の
は
「
十
地
経
論
に
お
け
る
阿
梨
耶
識
と
自
性
清
浄
心
」（『
大
谷
学
報
』
第
四
十

四
巻
第
四
号
、
一
九
六
五
）
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
一
般
的
な
地
論
宗
の
見
方
を
、
一
歩
も
出
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
当
然
と
い

え
ば
当
然
な
の
だ
が
、
目
を
覆
い
た
く
な
る
内
容
で
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
地
論
宗
と
い
う
学
派
の
不
充
分
な
「
識
」
の
見
方
と
い
う

程
度
の
理
解
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
つ
ま
り
玄
奘
の
新
訳
に
よ
っ
て
後
に
確
立
す
る
法
相
唯
識
の
学
は
、
阿
頼
耶
識
は
妄
識
で
あ
る
と
判
定
す
る
。
そ
れ
が
世
親
の
唯
識
学

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
十
地
経
論
』
と
い
え
ど
も
「
三
界
は
虚
妄
」
と
見
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
虚
妄
の
と
こ
ろ
が
強
調
さ
れ
る
。

ゆ
え
に
阿
頼
耶
識
は
妄
識
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、『
十
地
経
論
』
の
い
う
「
三
界
唯
心
」
の
説
も
妄
識
で
あ
る
こ
と
の
経
証
と
し
て
当
時

の
学
界
に
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
視
点
に
立
っ
て
地
論
宗
の
教
学
で
い
う
阿
梨
耶
識
真
識
説
を
見
る
と
、
唯
識
が
深
く
理
解
さ
れ
始
め
て
い
く
途
中
の
未
発
達
な
識

説
と
な
り
、
そ
の
状
態
を
露
呈
し
て
い
る
欠
陥
の
多
い
思
想
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
阿
梨
耶
識
の
内
包
し
て
い
る
深
い
意
味
に
つ
い
て

改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
今
だ
か
つ
て
誰
に
も
気
づ
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
積
極
的
で
意
欲
に
充
ち
た
生
気
あ
ふ
れ
る
人
間
の
生
き
方

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
し
か
な
い
発
想
の
転
換
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
凡
愚

の
常
識
で
は
呆
れ
果
て
て
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
も
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
想
像
を
絶
す
る
深
み
の
と
こ
ろ
に
ま

で
目
が
行
き
と
ど
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
驚
く
べ
き
事
実
の
発
見
で
あ
る
。
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
の
真
の
意
味
で
の
究
極
に
至
り
つ

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
曇
鸞
の
「
我
一
心
」（『
聖
典
』
一
六
八
頁
）
の
「
一
心
」
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
自
ら
の
「
こ
こ
ろ
」
の
秘

奥
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
語
り
続
け
て
く
れ
て
い
る
。「
天
親
菩
薩
の
自
督
の
詞
な
り
」
と
し
て
で
あ
る
。
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鸞
師
が
僧
肇
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
証
巻
（『
聖
典
』
二
八
九
頁
）
に
御
引
用
の
「
肇
公
の
言
わ
く
」
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
「
無
生
の
生
」
に
つ
い
て
み
る
と
『
注
維
摩
経
』
巻
二
の
次
の
語
が
注
目
さ
れ
る
。「
無
生
に
し
て
生
ぜ
ざ
る
こ
と
無
く
、

無
形
に
し
て
形
わ
れ
ざ
る
こ
と
無
し
。
三
界
の
表
を
超
え
、
有
心
の
境
を
絶
す
。（
中
略
）
故
に
其
の
物
た
る
や
、
微
妙
に
し
て
象
無
け

れ
ば
有
と
為
す
可
ら
ず
」（
大
正
三
八
、343a

）
と
あ
る
。
ち
な
み
に
『
肇
論
研
究
』
で
は
「
吾
に
は
生
れ
る
こ
と
も
生
れ
な
い
こ
と
も
な

い
か
ら
、
生
れ
て
ゐ
て
も
（
実
は
）
生
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
形
れ
る
こ
と
も
形
れ
な
い
こ
と
も
な
い
か
ら
、
形
を
も
っ
て
ゐ
て
も

（
実
は
）
形
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
」（
六
八
頁
）
と
訳
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
無
生
法
忍
」
と
い
う
「
空
」
の
認
識
を
示
す
語
を
、
ど
の
よ
う
な
漢
語
で
解
説
す
る
か
と
な
る
と
簡
単
で
は
な
い
。
で
は

和
語
で
い
え
ば
ど
う
な
る
か
と
な
っ
て
も
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
手
が
か
り
を
え
る
た
め
に
『
慧
遠
研
究
』

（
遺
文
篇
一
一
五
頁
）
を
み
る
と
、「
無
生
の
生
」
と
「
不
生
の
生
」
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、「
生
じ
る
と
い
う
こ
と
」
と
「
不
生

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
答
が
あ
る
。
た
い
へ
ん
参
考
に
な
っ
た
。

　
無
生
法
忍
を
え
た
菩
薩
の
あ
り
方
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
、「
大
乗
大
義
章
」
の
説
で
あ
る
。
廬
山
の
慧
遠
と
羅
什
と
の
間
の
問
答

を
記
録
し
た
「
大
乗
大
義
章
」
の
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
曇
鸞
に
与
え
た
影
響
に
も
絶
大
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
訳
文
の
一
例
を
次
に
み
る
。「
菩
薩
が
無
生
法
忍
を
得
、
肉
身
を
捨
て
て
、
次
に
後
身
を
受
け
た
の
を
法
身
と
い
い
ま
す
。

な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
無
生
法
忍
を
体
得
し
た
力
に
よ
っ
て
諸
々
の
煩
悩
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、（
同
時
に
）
ま
た
二
乗
の
証
も

取
ら
ず
、
そ
の
上
ま
だ
成
仏
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
中
間
に
お
い
て
受
け
る
身
を
、
法
性
か
ら
生
じ
た
身
と
名
づ
け
る
の
で
す
」

（
同
前
一
一
五
頁
）
と
あ
る
。
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
論
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
無
生
法
忍
を
体
得
し
な
が
ら
、
ま
だ
成
仏
し
て
い
な

い
中
間
的
な
「
身
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
『
智
度
論
』
に
も
注
目
す
べ
き
文
言
が
あ
る
の
で
、
そ
の
例
を
以
下
に
あ
げ
る
。

仏
法
は
実
相
に
し
て
、
受
け
ず
著
せ
ず
。（
中
略
）
因
縁
の
故
に
有
に
非
ず
無
に
非
ず
と
説
く
と
雖
も
、
著
を
生
ぜ
ず
。
著
を
生
ぜ
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え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
空
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
単
な
る
虚
無
の
断
見
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
た
確
か
な
「
生
」
の
表
現
で
あ
っ
た
。

同
時
に
有
に
固
執
す
る
常
見
か
ら
の
脱
却
で
も
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
『
十
地
経
論
』
の
い
う
阿
梨
耶
識
を
ど
う
見
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
私
自
身
が
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

想
い
起
こ
せ
ば
、
自
分
の
文
章
が
初
め
て
活
字
に
な
っ
た
の
は
「
十
地
経
論
に
お
け
る
阿
梨
耶
識
と
自
性
清
浄
心
」（『
大
谷
学
報
』
第
四
十

四
巻
第
四
号
、
一
九
六
五
）
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
一
般
的
な
地
論
宗
の
見
方
を
、
一
歩
も
出
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
当
然
と
い

え
ば
当
然
な
の
だ
が
、
目
を
覆
い
た
く
な
る
内
容
で
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
地
論
宗
と
い
う
学
派
の
不
充
分
な
「
識
」
の
見
方
と
い
う

程
度
の
理
解
で
し
か
な
か
っ
た
。

　
つ
ま
り
玄
奘
の
新
訳
に
よ
っ
て
後
に
確
立
す
る
法
相
唯
識
の
学
は
、
阿
頼
耶
識
は
妄
識
で
あ
る
と
判
定
す
る
。
そ
れ
が
世
親
の
唯
識
学

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
十
地
経
論
』
と
い
え
ど
も
「
三
界
は
虚
妄
」
と
見
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
虚
妄
の
と
こ
ろ
が
強
調
さ
れ
る
。

ゆ
え
に
阿
頼
耶
識
は
妄
識
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、『
十
地
経
論
』
の
い
う
「
三
界
唯
心
」
の
説
も
妄
識
で
あ
る
こ
と
の
経
証
と
し
て
当
時

の
学
界
に
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
視
点
に
立
っ
て
地
論
宗
の
教
学
で
い
う
阿
梨
耶
識
真
識
説
を
見
る
と
、
唯
識
が
深
く
理
解
さ
れ
始
め
て
い
く
途
中
の
未
発
達
な
識

説
と
な
り
、
そ
の
状
態
を
露
呈
し
て
い
る
欠
陥
の
多
い
思
想
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
阿
梨
耶
識
の
内
包
し
て
い
る
深
い
意
味
に
つ
い
て

改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
今
だ
か
つ
て
誰
に
も
気
づ
か
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
積
極
的
で
意
欲
に
充
ち
た
生
気
あ
ふ
れ
る
人
間
の
生
き
方

が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
と
い
う
し
か
な
い
発
想
の
転
換
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
凡
愚

の
常
識
で
は
呆
れ
果
て
て
つ
い
て
い
け
な
い
と
い
わ
れ
て
も
止
む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
想
像
を
絶
す
る
深
み
の
と
こ
ろ
に
ま

で
目
が
行
き
と
ど
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
驚
く
べ
き
事
実
の
発
見
で
あ
る
。
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
の
真
の
意
味
で
の
究
極
に
至
り
つ

い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
曇
鸞
の
「
我
一
心
」（『
聖
典
』
一
六
八
頁
）
の
「
一
心
」
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
こ
と
を
自
ら
の
「
こ
こ
ろ
」
の
秘

奥
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
語
り
続
け
て
く
れ
て
い
る
。「
天
親
菩
薩
の
自
督
の
詞
な
り
」
と
し
て
で
あ
る
。
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鸞
師
が
僧
肇
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
、
証
巻
（『
聖
典
』
二
八
九
頁
）
に
御
引
用
の
「
肇
公
の
言
わ
く
」
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
「
無
生
の
生
」
に
つ
い
て
み
る
と
『
注
維
摩
経
』
巻
二
の
次
の
語
が
注
目
さ
れ
る
。「
無
生
に
し
て
生
ぜ
ざ
る
こ
と
無
く
、

無
形
に
し
て
形
わ
れ
ざ
る
こ
と
無
し
。
三
界
の
表
を
超
え
、
有
心
の
境
を
絶
す
。（
中
略
）
故
に
其
の
物
た
る
や
、
微
妙
に
し
て
象
無
け

れ
ば
有
と
為
す
可
ら
ず
」（
大
正
三
八
、343a

）
と
あ
る
。
ち
な
み
に
『
肇
論
研
究
』
で
は
「
吾
に
は
生
れ
る
こ
と
も
生
れ
な
い
こ
と
も
な

い
か
ら
、
生
れ
て
ゐ
て
も
（
実
は
）
生
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
形
れ
る
こ
と
も
形
れ
な
い
こ
と
も
な
い
か
ら
、
形
を
も
っ
て
ゐ
て
も

（
実
は
）
形
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
」（
六
八
頁
）
と
訳
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
無
生
法
忍
」
と
い
う
「
空
」
の
認
識
を
示
す
語
を
、
ど
の
よ
う
な
漢
語
で
解
説
す
る
か
と
な
る
と
簡
単
で
は
な
い
。
で
は

和
語
で
い
え
ば
ど
う
な
る
か
と
な
っ
て
も
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
で
手
が
か
り
を
え
る
た
め
に
『
慧
遠
研
究
』

（
遺
文
篇
一
一
五
頁
）
を
み
る
と
、「
無
生
の
生
」
と
「
不
生
の
生
」
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
、「
生
じ
る
と
い
う
こ
と
」
と
「
不
生

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
答
が
あ
る
。
た
い
へ
ん
参
考
に
な
っ
た
。

　
無
生
法
忍
を
え
た
菩
薩
の
あ
り
方
に
つ
い
て
い
わ
れ
て
い
る
、「
大
乗
大
義
章
」
の
説
で
あ
る
。
廬
山
の
慧
遠
と
羅
什
と
の
間
の
問
答

を
記
録
し
た
「
大
乗
大
義
章
」
の
果
た
し
た
役
割
は
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
曇
鸞
に
与
え
た
影
響
に
も
絶
大
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
訳
文
の
一
例
を
次
に
み
る
。「
菩
薩
が
無
生
法
忍
を
得
、
肉
身
を
捨
て
て
、
次
に
後
身
を
受
け
た
の
を
法
身
と
い
い
ま
す
。

な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
無
生
法
忍
を
体
得
し
た
力
に
よ
っ
て
諸
々
の
煩
悩
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、（
同
時
に
）
ま
た
二
乗
の
証
も

取
ら
ず
、
そ
の
上
ま
だ
成
仏
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
そ
の
中
間
に
お
い
て
受
け
る
身
を
、
法
性
か
ら
生
じ
た
身
と
名
づ
け
る
の
で
す
」

（
同
前
一
一
五
頁
）
と
あ
る
。
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
論
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
無
生
法
忍
を
体
得
し
な
が
ら
、
ま
だ
成
仏
し
て
い
な

い
中
間
的
な
「
身
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
『
智
度
論
』
に
も
注
目
す
べ
き
文
言
が
あ
る
の
で
、
そ
の
例
を
以
下
に
あ
げ
る
。

仏
法
は
実
相
に
し
て
、
受
け
ず
著
せ
ず
。（
中
略
）
因
縁
の
故
に
有
に
非
ず
無
に
非
ず
と
説
く
と
雖
も
、
著
を
生
ぜ
ず
。
著
を
生
ぜ
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ざ
れ
ば
則
ち
壊
す
可
か
ら
ず 

（
巻
第
十
五
、
大
正
二
五
、170c

）

若
し
無
生
法
忍
を
得
て
、
一
切
の
結
使
を
断
ぜ
ば
、
死
す
る
時
は
、
是
の
肉
身
を
捨
し
て
、
実
身
あ
る
こ
と
無
け
ん
、
誰
か
変
化
を

為
さ
ん
や
。（
中
略
）
菩
薩
は
無
生
法
忍
を
得
て
、
煩
悩
已
に
尽
く
る
も
、
習
気
を
未
だ
除
か
ざ
る
が
故
に
、
習
気
に
因
っ
て
法
性

生
身
を
受
け
、
能
く
自
在
に
化
生
す
。（
中
略
）
是
の
故
に
菩
薩
は
無
生
法
忍
を
得
、
生
身
を
捨
て
て
法
性
生
身
を
得
る

 

（
巻
第
二
十
七
、
大
正
二
五
、261c

〜262a

）

　
こ
こ
で
福
永
光
司
の
僧
肇
に
対
す
る
見
解
を
み
る
。
注
目
す
べ
き
論
考
で
あ
る
。

僧
肇
は
正
に
此
の
様
な
人
間
と
人
間
を
超
え
る
も
の
、
世
界
と
そ
の
根
拠
に
関
し
て
、
苦
し
み
悩
み
考
え
つ
づ
け
た
一
人
の
シ
ナ
人

だ
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
彼
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
人
間
存
在
の
苦
悩
と
不
安
と
絶
望
か
ら
の
解
脱
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
脱
が

仏
教
的
な
も
の
で
あ
る
か
老
荘
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
恐
ら
く
大
し
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。（
中
略
）
然
し
そ
れ
は

維
摩
経
や
般
若
経
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
老
子
や
荘
子
を
捨
て
る
事
で
も
、
仏
教
の
徒
と
な
る
事
に
よ
っ
て
シ
ナ
人
で
な
く
な
る
事

で
も
な
か
っ
た
。（
中
略
）
僧
肇
に
と
っ
て
、
老
荘
思
想
は
そ
れ
を
仏
教
思
想
と
並
べ
て
、
あ
れ
か
こ
れ
か
を
迫
ら
れ
る
二
者
択
一

の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
い
な
寧
ろ
、
彼
に
と
っ
て
仏
教
は
解
脱
の
シ
ナ
的
思
索
と
し
て
の
老
荘
思
想
の
新
し
い
展
開
で
さ
へ
あ
っ

た
の
で
あ
る
。 

（「
僧
肇
と
老
荘
思
想
」『
肇
論
研
究
』
二
五
二
〜
二
五
三
頁
）

　
要
点
し
か
伝
え
ら
れ
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
福
永
か
ら
は
個
人
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

か
ら
解
放
さ
れ
た
想
い
出
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
も
含
め
て
先
生
の
老
荘
哲
学
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
と
、
事
柄
を
追
求
す
る
思
索
の

確
か
さ
に
魂
を
す
い
取
ら
れ
る
よ
う
な
魅
力
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

僧
肇
は
真
に
在
る
も
の
は
言
象
概
念
で
は
決
し
て
表
現
出
来
な
い
と
い
ふ
事
を
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
に
在
る
も
の
│

道
│
が
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
と
い
ふ
思
想
は
何
よ
り
も
荘
子
に
強
調
さ
れ
る
思
想
で
あ
っ
た
。
僧
肇
は
こ
こ
で
般
若
の
不
有
不

無
を
荘
子
の
思
想
を
足
場
と
し
て
理
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
言
は
迹
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
迹
の
根
柢
に
は
迹
と
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す
る
事
の
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。「
真
に
貴
ぶ
べ
き
も
の
（
道
）
は
意
言
の
表そ

と

に
在
る
」（
天
道
篇
注
）
の
で
あ
る
。
僧
肇
は
般
若

を
「
言
を
以
て
伝
ふ
可
ら
ざ
る
」
荘
子
的
な
道
と
し
て
理
解
す
る
。
彼
の
般
若
の
弁
証
は
郭
象
の
「
道
」
の
弁
証
に
多
く
を
負
う
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。 

（『
肇
論
研
究
』
二
六
五
頁
）

　
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
う
え
で
、
福
永
は
、「
不
真
空
論
」
の
冒
頭
の
句
を
と
り
あ
げ
、「
一
切
存
在
の
真
（
真
有
）
で
な
く
空

で
あ
る
事
を
弁
証
す
る
」
と
し
て
、「
夫
至
虚
無
生
者
。
蓋
是
般
若
玄
鑑
之
妙
趣
。
有
物
之
宗
極
者
也
。」（『
肇
論
研
究
』
一
四
頁
）
…
に
つ

い
て
論
ず
る
。「
い
っ
た
い
至
虚
無
生
と
い
ふ
の
は
、
思
ふ
に
般
若
と
い
ふ
不
思
議
な
鏡
に
う
つ
っ
て
ゐ
る
霊
妙
な
あ
り
さ
ま
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
の
宗お

ほ
も
と

極
者
〔
窮
極
的
な
根
元
〕
で
あ
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
文
で
あ
る
。
こ
の
「
無
生
」
が
『
論
註
』
の
「
無
生
の
生
」

に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
注
維
摩
経
』
に
あ
る
「
無
生
之
生
」
に
通
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
見
し
た
だ
け
で

は
仏
教
と
老
荘
思
想
と
で
は
対
立
す
る
だ
け
で
一
致
す
る
可
能
性
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
福
永
論
文
に

お
け
る
そ
の
一
致
性
の
論
証
は
見
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
単
に
仏
教
と
老
荘
と
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
す
る
も
の
の
「
一

如
」
の
と
こ
ろ
を
予
想
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
な
お
、
福
永
の
盟
友
で
あ
っ
た
梶
山
雄
一
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
そ
の
説
を
補
う
の
に
充
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
文
研
の
中
で
も
一

き
わ
異
才
を
放
っ
て
い
た
二
人
の
関
係
は
『
空
の
思
想
│
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
│
』（
人
文
書
院
刊
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
詳
し
い
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、「
言
葉
と
沈
黙
」
を
初
め
と
し
て
、
言
葉
を
超
え
た
言
葉
か
ら
、
言
葉
を
失
う
言
葉
ま
で
、
そ
の
識
見
の
確
か

さ
は
、
私
の
よ
う
な
凡
愚
に
も
感
じ
と
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
空
」
の
真
相
に
迫
る
と
い
う
こ
と
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
が
、

述
べ
ら
れ
て
い
る
文
章
か
ら
湧
き
上
っ
て
く
る
説
得
力
は
実
感
さ
れ
た
。
特
に
「
心
の
始
源
は
求
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
印
象

的
で
あ
っ
た
。
概
念
や
思
惟
で
ど
れ
だ
け
解
釈
を
積
み
重
ね
て
も
、
苦
悩
は
解
決
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
解
釈
に
没
頭
し
て
空
し
い
努
力
を
際
限
な
く
続
け
て
い
る
。
他
人
事
と
は
思
わ
れ
な
い
厳
し
い
示
唆
を
受
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
輪
廻
と
は
心
の
歴
史
で
あ
る
。
人
間
の
歴
史
に
始
源
が
な
い
よ
う
に
、
心
の
歴
史
に
も
始
源
は
な
い
。
事
件
の
因
果
を
追
求
し
、
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ざ
れ
ば
則
ち
壊
す
可
か
ら
ず 

（
巻
第
十
五
、
大
正
二
五
、170c

）

若
し
無
生
法
忍
を
得
て
、
一
切
の
結
使
を
断
ぜ
ば
、
死
す
る
時
は
、
是
の
肉
身
を
捨
し
て
、
実
身
あ
る
こ
と
無
け
ん
、
誰
か
変
化
を

為
さ
ん
や
。（
中
略
）
菩
薩
は
無
生
法
忍
を
得
て
、
煩
悩
已
に
尽
く
る
も
、
習
気
を
未
だ
除
か
ざ
る
が
故
に
、
習
気
に
因
っ
て
法
性

生
身
を
受
け
、
能
く
自
在
に
化
生
す
。（
中
略
）
是
の
故
に
菩
薩
は
無
生
法
忍
を
得
、
生
身
を
捨
て
て
法
性
生
身
を
得
る

 

（
巻
第
二
十
七
、
大
正
二
五
、261c

〜262a

）

　
こ
こ
で
福
永
光
司
の
僧
肇
に
対
す
る
見
解
を
み
る
。
注
目
す
べ
き
論
考
で
あ
る
。

僧
肇
は
正
に
此
の
様
な
人
間
と
人
間
を
超
え
る
も
の
、
世
界
と
そ
の
根
拠
に
関
し
て
、
苦
し
み
悩
み
考
え
つ
づ
け
た
一
人
の
シ
ナ
人

だ
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
彼
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、
人
間
存
在
の
苦
悩
と
不
安
と
絶
望
か
ら
の
解
脱
で
あ
っ
て
、
そ
の
解
脱
が

仏
教
的
な
も
の
で
あ
る
か
老
荘
的
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
恐
ら
く
大
し
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。（
中
略
）
然
し
そ
れ
は

維
摩
経
や
般
若
経
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
老
子
や
荘
子
を
捨
て
る
事
で
も
、
仏
教
の
徒
と
な
る
事
に
よ
っ
て
シ
ナ
人
で
な
く
な
る
事

で
も
な
か
っ
た
。（
中
略
）
僧
肇
に
と
っ
て
、
老
荘
思
想
は
そ
れ
を
仏
教
思
想
と
並
べ
て
、
あ
れ
か
こ
れ
か
を
迫
ら
れ
る
二
者
択
一

の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
い
な
寧
ろ
、
彼
に
と
っ
て
仏
教
は
解
脱
の
シ
ナ
的
思
索
と
し
て
の
老
荘
思
想
の
新
し
い
展
開
で
さ
へ
あ
っ

た
の
で
あ
る
。 

（「
僧
肇
と
老
荘
思
想
」『
肇
論
研
究
』
二
五
二
〜
二
五
三
頁
）

　
要
点
し
か
伝
え
ら
れ
な
い
の
が
残
念
で
あ
る
。
福
永
か
ら
は
個
人
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

か
ら
解
放
さ
れ
た
想
い
出
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
も
含
め
て
先
生
の
老
荘
哲
学
に
対
す
る
造
詣
の
深
さ
と
、
事
柄
を
追
求
す
る
思
索
の

確
か
さ
に
魂
を
す
い
取
ら
れ
る
よ
う
な
魅
力
を
感
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

僧
肇
は
真
に
在
る
も
の
は
言
象
概
念
で
は
決
し
て
表
現
出
来
な
い
と
い
ふ
事
を
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
真
に
在
る
も
の
│

道
│
が
言
葉
で
は
伝
え
ら
れ
な
い
と
い
ふ
思
想
は
何
よ
り
も
荘
子
に
強
調
さ
れ
る
思
想
で
あ
っ
た
。
僧
肇
は
こ
こ
で
般
若
の
不
有
不

無
を
荘
子
の
思
想
を
足
場
と
し
て
理
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
言
は
迹
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
迹
の
根
柢
に
は
迹
と
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す
る
事
の
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。「
真
に
貴
ぶ
べ
き
も
の
（
道
）
は
意
言
の
表そ

と

に
在
る
」（
天
道
篇
注
）
の
で
あ
る
。
僧
肇
は
般
若

を
「
言
を
以
て
伝
ふ
可
ら
ざ
る
」
荘
子
的
な
道
と
し
て
理
解
す
る
。
彼
の
般
若
の
弁
証
は
郭
象
の
「
道
」
の
弁
証
に
多
く
を
負
う
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。 

（『
肇
論
研
究
』
二
六
五
頁
）

　
以
上
の
よ
う
な
視
点
に
立
っ
た
う
え
で
、
福
永
は
、「
不
真
空
論
」
の
冒
頭
の
句
を
と
り
あ
げ
、「
一
切
存
在
の
真
（
真
有
）
で
な
く
空

で
あ
る
事
を
弁
証
す
る
」
と
し
て
、「
夫
至
虚
無
生
者
。
蓋
是
般
若
玄
鑑
之
妙
趣
。
有
物
之
宗
極
者
也
。」（『
肇
論
研
究
』
一
四
頁
）
…
に
つ

い
て
論
ず
る
。「
い
っ
た
い
至
虚
無
生
と
い
ふ
の
は
、
思
ふ
に
般
若
と
い
ふ
不
思
議
な
鏡
に
う
つ
っ
て
ゐ
る
霊
妙
な
あ
り
さ
ま
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
存
在
の
宗お

ほ
も
と

極
者
〔
窮
極
的
な
根
元
〕
で
あ
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
文
で
あ
る
。
こ
の
「
無
生
」
が
『
論
註
』
の
「
無
生
の
生
」

に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
注
維
摩
経
』
に
あ
る
「
無
生
之
生
」
に
通
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
見
し
た
だ
け
で

は
仏
教
と
老
荘
思
想
と
で
は
対
立
す
る
だ
け
で
一
致
す
る
可
能
性
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
福
永
論
文
に

お
け
る
そ
の
一
致
性
の
論
証
は
見
事
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
単
に
仏
教
と
老
荘
と
の
こ
と
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
対
立
す
る
も
の
の
「
一

如
」
の
と
こ
ろ
を
予
想
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
な
お
、
福
永
の
盟
友
で
あ
っ
た
梶
山
雄
一
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
そ
の
説
を
補
う
の
に
充
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
人
文
研
の
中
で
も
一

き
わ
異
才
を
放
っ
て
い
た
二
人
の
関
係
は
『
空
の
思
想
│
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
│
』（
人
文
書
院
刊
）
の
「
あ
と
が
き
」
に
詳
し
い
。

そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、「
言
葉
と
沈
黙
」
を
初
め
と
し
て
、
言
葉
を
超
え
た
言
葉
か
ら
、
言
葉
を
失
う
言
葉
ま
で
、
そ
の
識
見
の
確
か

さ
は
、
私
の
よ
う
な
凡
愚
に
も
感
じ
と
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
空
」
の
真
相
に
迫
る
と
い
う
こ
と
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
が
、

述
べ
ら
れ
て
い
る
文
章
か
ら
湧
き
上
っ
て
く
る
説
得
力
は
実
感
さ
れ
た
。
特
に
「
心
の
始
源
は
求
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
印
象

的
で
あ
っ
た
。
概
念
や
思
惟
で
ど
れ
だ
け
解
釈
を
積
み
重
ね
て
も
、
苦
悩
は
解
決
し
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
わ
れ
わ
れ
は
そ

の
解
釈
に
没
頭
し
て
空
し
い
努
力
を
際
限
な
く
続
け
て
い
る
。
他
人
事
と
は
思
わ
れ
な
い
厳
し
い
示
唆
を
受
け
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
輪
廻
と
は
心
の
歴
史
で
あ
る
。
人
間
の
歴
史
に
始
源
が
な
い
よ
う
に
、
心
の
歴
史
に
も
始
源
は
な
い
。
事
件
の
因
果
を
追
求
し
、
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人
間
の
歴
史
を
解
釈
し
、
再
解
釈
し
て
も
、
真
相
は
遠
の
く
ば
か
り
で
、
歴
史
家
の
数
が
ふ
え
れ
ば
ふ
え
る
ほ
ど
世
界
史
は
紛
糾
す

る
で
あ
ろ
う
。
己
れ
の
心
の
歴
史
も
同
じ
で
あ
る
。
悩
み
苦
し
み
の
因
由
を
尋
ね
始
め
た
ら
何
世
、
何
百
世
の
さ
き
ま
で
辿
っ
て
も

始
源
は
求
め
ら
れ
な
い
。
心
と
は
、
無
始
爾
来
の
界
な
の
だ
か
ら
。
悩
み
苦
し
み
を
解
釈
し
始
め
た
ら
、
何
百
、
何
千
の
煩
悩
を
数

え
あ
げ
、
そ
の
複
合
を
尽
く
し
て
も
、
当
の
悩
み
苦
し
み
が
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
悩
み
苦
し
み
は
概
念
や
思
惟
で
解
釈
で
き

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。（『
空
の
思
想
│
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
│
』
十
頁
）

第
三
章
　
「
無
生
の
生
」
の
真
意

　
「
無
生
の
生
」
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
そ
こ
へ
視
点
を
戻
す
と
、
講
録
を
残
す
ほ
ど
の
諸
師
は
、
ほ
と
ん
ど
般
若
の

空
智
の
立
場
で
『
論
註
』
を
講
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
生
正
定
聚
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
小
谷
も
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
と
、
た
い
へ
ん
な
差
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
「
仮
名
人
」
に
つ
い
て
小
谷
は
い
う
。「「
浄
土
に
往
生
す
る
」
と
仮
に
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
一
〇
一

頁
）
と
。
ま
た
「
因
縁
生
」「
仮
名
の
生
」
に
つ
い
て
は
「
世
親
が
「
往
生
」
と
呼
ぶ
の
は
、
実
在
し
な
い
衆
生
（
仮
名
人
）
が
因
縁
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
（
仮
名
生
）
を
指
す
の
だ
、
と
言
い
ま
す
」（『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生
論
』
五
〇
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
問
題
は

「
行
巻
」
に
引
用
の
『
論
註
』「
因
縁
の
義
な
る
が
ゆ
え
に
、
仮
に
生
と
名
づ
く
。
凡
夫
の
、
実
の
衆
生
・
実
の
生
死
あ
り
と
謂
う
が
ご

と
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」（『
聖
典
』
一
六
九
頁
）
に
当
た
る
。
ま
た
直
前
に
あ
る
凡
夫
の
所
見
に
つ
い
て
、
畢
竟
無
生
に
し
て
「
亀
毛
の

ご
と
し
、
虚
空
の
ご
と
し
」（
同
前
）
と
あ
る
文
と
も
関
係
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
「
曇
鸞
は
、
中
観
派
の
空
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
有
情
は
空
で
あ
り
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
生
ず
る
こ
と
の
な
い
「
無

生
」
な
る
も
の
で
あ
る
」（『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生
論
』
五
〇
頁
）
と
読
む
の
が
、
小
谷
説
の
特
色
で
あ
る
。
そ
の
有
情
が
〝
往
生
〞
を

願
う
と
い
う
矛
盾
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
答
え
を
要
略
し
て
述
べ
て
い
る
の
が
香
月
院
の
『
浄
土
論
註
講
義
』
の
文
で
あ
る
。
そ
の
論
旨
を
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手
が
か
り
と
し
て
「
凡
夫
の
お
も
ふ
如
き
実
の
衆
生
が
あ
り
て
実
に
生
ず
る
生
で
は
な
い
、
因
縁
生
な
り
、
仮
名
の
生
な
り
」（
一
四
七

頁
）
と
あ
る
そ
の
香
月
院
の
文
に
つ
い
て
「
実
在
し
な
い
衆
生
（
仮
名
人
）
が
因
縁
に
よ
っ
て
仮
り
に
生
ま
れ
る
こ
と
（
仮
名
生
）
を
指

す
」
と
解
す
る
。
そ
れ
が
小
谷
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
問
題
を
『
教
行
信
証
』
で
確
か
め
れ
ば
、「
行
巻
」
の
「
凡
夫
の
実
の
衆
生
と
謂
う
と
こ
ろ
の
ご
と
く
、
凡
夫
の
所
見
の
実
の
生

死
の
ご
と
し
。
こ
の
所
見
の
事
、
畢
竟
じ
て
有
ら
ゆ
る
こ
と
な
け
ん
、
亀
毛
の
ご
と
し
、
虚
空
の
ご
と
し
」（『
聖
典
』
一
六
九
頁
）
に
当
た

る
。
ゆ
え
に
『
真
宗
の
往
生
論
』（
一
〇
一
〜
一
〇
八
頁
）
の
「
無
生
の
生
」
に
つ
い
て
の
理
解
の
仕
方
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
特
に
疑
念
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、「
曇
鸞
の
浄
土
と
往
生
と
に
対
す
る
理
解
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
「
世
間
の
教
化

の
た
め
に
経
に
は
仮
に
「
浄
土
」
と
説
か
れ
る
。（
中
略
）
し
か
し
そ
れ
は
、
人
々
に
法
性
の
正
覚
を
勧
め
る
た
め
に
、
そ
の
情
に
応
じ

て
「
浄
土
に
往
生
す
る
」
と
仮
に
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
」（
同
前
一
〇
一
頁
）
と
あ
る
。
そ
の
点
が
と
り
わ
け
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
え
ば
、
仮
に
説
か
れ
る
と
か
、
仮
に
表
現
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
で
は
よ
り
具
体
的
で
切
実
で
も
あ
る
事
実
か
ら
逸
脱
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
理
知
の
分

別
で
あ
る
「
日
ご
ろ
の
こ
こ
ろ
」（『
聖
典
』
六
三
七
頁
）
の
分
析
や
判
断
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
生
じ
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
。
梶
山
は
言
っ
て
い
る
。

　
暴
流
の
話
に
戻
ろ
う
。
い
に
し
え
の
哲
人
た
ち
が
心
の
歴
史
を
、
心
の
生
死
流
転
を
川
の
水
に
た
と
え
た
の
は
ご
く
自
然
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
良
い
譬
が
あ
る
わ
け
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
た
だ
の
川
の
水
で
な
く
て
、
暴
流
と
い
っ
て
い
る
こ
と

に
は
意
味
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
逆
ま
く
波
と
は
わ
れ
わ
れ
の
分
別
の
波
な
の
だ
か
ら
。
静
か
に
流
し
て
お
け
ば
よ
い
も
の

を
、
わ
れ
わ
れ
は
心
の
歴
史
を
思
惟
に
よ
っ
て
分
析
し
、
判
断
し
、
は
か
ら
い
、
愛
着
し
、
憎
悪
す
る
。「
業
と
煩
悩
は
分
別
よ
り

生
ず
」
と
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
。（
中
略
））
は
云
っ
た
。
こ
こ
に
も
、
人
間
の
概
念
的
思
惟
が
す
べ
て
の
煩
い
と
悩
み
の
起

源
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
人
が
い
る
。
矛
盾
も
撞
着
も
な
い
心
の
流
れ
を
、
矛
盾
と
対
立
を
本
質
と
す
る
概
念
に
よ
っ
て
解
釈
し
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人
間
の
歴
史
を
解
釈
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、
再
解
釈
し
て
も
、
真
相
は
遠
の
く
ば
か
り
で
、
歴
史
家
の
数
が
ふ
え
れ
ば
ふ
え
る
ほ
ど
世
界
史
は
紛
糾
す

る
で
あ
ろ
う
。
己
れ
の
心
の
歴
史
も
同
じ
で
あ
る
。
悩
み
苦
し
み
の
因
由
を
尋
ね
始
め
た
ら
何
世
、
何
百
世
の
さ
き
ま
で
辿
っ
て
も

始
源
は
求
め
ら
れ
な
い
。
心
と
は
、
無
始
爾
来
の
界
な
の
だ
か
ら
。
悩
み
苦
し
み
を
解
釈
し
始
め
た
ら
、
何
百
、
何
千
の
煩
悩
を
数

え
あ
げ
、
そ
の
複
合
を
尽
く
し
て
も
、
当
の
悩
み
苦
し
み
が
解
消
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
悩
み
苦
し
み
は
概
念
や
思
惟
で
解
釈
で
き

な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。（『
空
の
思
想
│
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
│
』
十
頁
）

第
三
章
　
「
無
生
の
生
」
の
真
意

　
「
無
生
の
生
」
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
。
そ
こ
へ
視
点
を
戻
す
と
、
講
録
を
残
す
ほ
ど
の
諸
師
は
、
ほ
と
ん
ど
般
若
の

空
智
の
立
場
で
『
論
註
』
を
講
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
生
正
定
聚
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
は
小
谷
も
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
を
尋
ね
る
と
、
た
い
へ
ん
な
差
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
「
仮
名
人
」
に
つ
い
て
小
谷
は
い
う
。「「
浄
土
に
往
生
す
る
」
と
仮
に
表
現
し
た
に
過
ぎ
な
い
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
一
〇
一

頁
）
と
。
ま
た
「
因
縁
生
」「
仮
名
の
生
」
に
つ
い
て
は
「
世
親
が
「
往
生
」
と
呼
ぶ
の
は
、
実
在
し
な
い
衆
生
（
仮
名
人
）
が
因
縁
に

よ
っ
て
生
ま
れ
る
こ
と
（
仮
名
生
）
を
指
す
の
だ
、
と
言
い
ま
す
」（『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生
論
』
五
〇
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
問
題
は

「
行
巻
」
に
引
用
の
『
論
註
』「
因
縁
の
義
な
る
が
ゆ
え
に
、
仮
に
生
と
名
づ
く
。
凡
夫
の
、
実
の
衆
生
・
実
の
生
死
あ
り
と
謂
う
が
ご

と
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
」（『
聖
典
』
一
六
九
頁
）
に
当
た
る
。
ま
た
直
前
に
あ
る
凡
夫
の
所
見
に
つ
い
て
、
畢
竟
無
生
に
し
て
「
亀
毛
の

ご
と
し
、
虚
空
の
ご
と
し
」（
同
前
）
と
あ
る
文
と
も
関
係
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
「
曇
鸞
は
、
中
観
派
の
空
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
有
情
は
空
で
あ
り
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
生
ず
る
こ
と
の
な
い
「
無

生
」
な
る
も
の
で
あ
る
」（『
誤
解
さ
れ
た
親
鸞
の
往
生
論
』
五
〇
頁
）
と
読
む
の
が
、
小
谷
説
の
特
色
で
あ
る
。
そ
の
有
情
が
〝
往
生
〞
を

願
う
と
い
う
矛
盾
に
つ
い
て
の
曇
鸞
の
答
え
を
要
略
し
て
述
べ
て
い
る
の
が
香
月
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の
『
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註
講
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』
の
文
で
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る
。
そ
の
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が
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て
「
凡
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の
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が
あ
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て
実
に
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る
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、
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縁
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、
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の
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」（
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と
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「
実
在
し
な
い
衆
生
（
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名
人
）
が
因
縁
に
よ
っ
て
仮
り
に
生
ま
れ
る
こ
と
（
仮
名
生
）
を
指

す
」
と
解
す
る
。
そ
れ
が
小
谷
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
問
題
を
『
教
行
信
証
』
で
確
か
め
れ
ば
、「
行
巻
」
の
「
凡
夫
の
実
の
衆
生
と
謂
う
と
こ
ろ
の
ご
と
く
、
凡
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の
所
見
の
実
の
生
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の
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し
。
こ
の
所
見
の
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、
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と
な
け
ん
、
亀
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の
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と
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、
虚
空
の
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し
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典
』
一
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。
ゆ
え
に
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真
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の
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の
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の
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」
に
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て
の
理
解
の
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方
に
つ
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て
の
問
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で
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る
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そ
こ
で
特
に
疑
念
を
持
た
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る
を
え
な
い
の
は
、「
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の
浄
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と
往
生
と
に
対
す
る
理
解
」
と
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て
示
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る
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世
間
の
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化

の
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に
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に
は
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に
「
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と
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る
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中
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そ
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に
応
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て
「
浄
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に
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る
」
と
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に
表
現
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に
過
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い
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一
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）
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。
そ
の
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気
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と
こ
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ば
、
仮
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仮
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現
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と
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。
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。
梶
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は
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。
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の
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。
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に
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え
の
哲
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の
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を
、
心
の
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流
転
を
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に
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の
は
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と

で
あ
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こ
れ
以
上
の
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る
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け
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な
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ら
で
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。
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し
た
だ
の
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で
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て
、
暴
流
と
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と

に
は
意
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で
あ
る
。
そ
こ
に
逆
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と
は
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れ
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分
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に
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史
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悩
は
分
別
よ
り

生
ず
」
と
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（
龍
樹
。（
中
略
））
は
云
っ
た
。
こ
こ
に
も
、
人
間
の
概
念
的
思
惟
が
す
べ
て
の
煩
い
と
悩
み
の
起

源
で
あ
る
こ
と
を
見
抜
い
た
人
が
い
る
。
矛
盾
も
撞
着
も
な
い
心
の
流
れ
を
、
矛
盾
と
対
立
を
本
質
と
す
る
概
念
に
よ
っ
て
解
釈
し
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よ
う
と
す
る
か
ら
波
が
逆
ま
く
の
で
あ
る
。（『
空
の
思
想
│
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
│
』
十
一
〜
十
二
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
願
生
者
の
生
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
い
う
な
れ
ば
こ
こ
で
曇
鸞
が
言
っ
て
い
る
の
は
、『
解
読
』（
巻
上
、

二
二
頁
）
に
あ
る
よ
う
に
「
天
親
菩
薩
が
願
わ
れ
る
生
は
因
縁
の
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
仮
に
生
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
が
実
際

に
衆
生
が
あ
り
、
生
死
が
あ
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
」（
要
旨
）
と
解
す
る
。
そ
れ
が
一
般
的
で
あ

る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
小
谷
説
は
、
異
常
な
ほ
ど
に
特
殊
な
読
み
方
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
実
在
し
て
い
な

い
も
の
が
生
じ
て
く
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
諸
法
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
不
生
と
い
う
。
そ
れ
自
体
と
し

て
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
「
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
天
親
菩
薩
の
い
う
願
生
は
、
因
縁
と
し
て
の
あ
り
方

に
つ
い
て
の
こ
と
な
の
で
、
仮
に
生
ず
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
つ
い
で
『
浄
土
論
』
の
最
初
の
「
願
生
」
に
つ
い
て
の
疑
義
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
解
答
が
「
無
生
の
生
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
無
生
」
は
真
蹟
本
の
左
訓
「
ろ
く
だ
う
の
し
や
う
を
は
な
れ
た
る
し
や
う
な
り
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
和
讃
篇
九
九
頁
）
の
い

う
と
お
り
、
た
だ
の
空
過
に
す
ぎ
な
い
流
転
の
生
を
離
れ
た
生
の
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
浄
土
の
生
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の

点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
再
度
最
初
に
戻
る
と
「
第
一
義
諦
と
は
仏
の
因
縁
法
な
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
、『
解

読
』
も
『
早
島
・
大
谷
本
』
も
『
十
二
門
論
』
観
性
品
第
八
（
大
正
三
〇
、165a

〜b

）「
諸
仏
の
因
縁
法
を
名
づ
け
て
甚
深
第
一
義
諦
と

為
す
。
是
の
因
縁
法
は
自
性
無
き
が
故
に
、
我
れ
是
れ
空
な
り
と
説
く
」
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、『
解
読
』（
下
巻
、
七
四
頁
）
の

「
一
切
法
は
縁
起
生
で
あ
る
が
故
に
畢
竟
空
で
あ
る
と
知
る
諸
仏
の
智
慧
を
意
味
す
る
」
と
い
う
の
が
多
少
解
り
や
す
い
。
し
か
し
充
分

と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
因
縁
法
が
『
論
註
』
で
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
因
縁
の
義
」
は
、
実
際
に
あ
る
こ
と
で

あ
る
が
、
一
時
的
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
仮
り
の
成
り
立
ち
に
な
る
。
そ
れ
が
「
現
生
」
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
要
点

し
か
述
べ
ら
れ
な
い
が
現
生
は
時
間
的
に
は
「
現
行
」
と
い
わ
れ
る
一
刹
那
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
仮
に
生
と
名
づ
く
」
る
と
い
う
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「
仮
立
」
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、「
因
縁
生
」
と
な
れ
ば
、
凡
夫
が
実
体
化
し
て
錯
覚
す
る
実
見
の
生
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の

差
異
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
な
お
、
講
録
を
残
さ
れ
た
諸
師
の
言
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ほ
ぼ
『
解
読
』
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
例
を
次
に
あ
げ
る
。
本
派
の
是
山
和

上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
初
は
凡
夫
の
倒
見
を
遮
す
る
を
い
ふ
、
情
計
を
謂
と
い
ふ
、
計
し
て
捨
て
ざ
る
を
見
と
い
ふ
。
実
衆

生
と
は
人
執
、
実
生
死
と
は
法
執
、
此
は
是
れ
顚
倒
に
し
て
情
有
理
無
な
り
、
故
に
畢
竟
無
所
有
と
い
ふ
」（「
往
生
論
註
講
義
」『
真
宗
叢

書
』
別
巻
三
〇
頁
）
続
い
て
「
亀
毛
の
如
し
」
に
つ
い
て
『
智
度
論
』
巻
一
（
大
正
二
五
、61a

〜b

）「
譬
え
ば
兔
角
亀
毛
は
常
に
無
き
が
如

し
」
と
巻
十
二
（
大
正
二
五
、147b

）「
兔
角
亀
毛
の
如
き
も
、
ま
た
た
だ
名
の
み
有
り
て
実
な
し
」
の
文
を
あ
げ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
な
が
ら
、
実
際
に
は
有
り
え
な
い
亀
の
毛
な
る
も
の
を
事
実
と
し
て
有
る
と
誤
っ
て
見
る
凡
夫
の
顚
倒
し
た
見
方
を
い
っ
て
い

る
。
浄
土
へ
の
往
生
を
期
待
す
る
得
生
者
と
し
て
の
衆
生
に
つ
い
て
妄
情
に
執
わ
れ
て
捨
離
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
見
で
あ
る
か
ら
「
人

執
」
で
あ
る
。
生
死
も
実
に
有
り
と
執
着
す
る
の
は
法
執
で
あ
る
と
い
う
。

　
つ
い
で
「
因
縁
生
」
に
つ
い
て
は
「
因
縁
義

4

4

4

と
は
、
俗
諦
の
義
な
る
を
い
ふ
。
仮
名
生

4

4

4

と
は
、
願
生
の
生
を
釈
す
る
、
性
実
に
対
す
る

が
故
に
仮
名
の
称
あ
り
、
若
し
偏
邪
に
対
す
れ
ば
即
ち
中
道
と
い
ふ
」（
是
山
前
掲
書
三
一
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
文
の
直
前
に
は
「
無
生
」

と
い
う
の
は
「
実
の
生
」
で
は
な
い
こ
と
を
い
う
。
因
と
縁
と
の
和
合
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
実
の
生
で
は
な
い
。
非

実
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
生
を
実
体
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
「
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
の

で
あ
り
、「
空
妙
有
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
情
謂
と
因
縁
と
、
同
じ
く
是
れ
生
な
り
と
雖
も
、
其
義
大
に
別
な
り
。
一
は
則
ち
破
す
べ
く
、

一
は
遣
る
べ
か
ら
ず
。
又
無
生
と
説
く
も
、
一
は
理
無
を
以
て
情
有
を
破
し
、
一
は
仮
名
に
就
い
て
即
空
を
顕
す
の
で
あ
る
」（
同
前
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
大
谷
派
の
講
師
稲
葉
円
成
は
天
台
学
の
泰
斗
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
往
生
論
註
講
要
』
と
い
う
安
居
の
講
本
を
残
し

て
い
る
。
名
畑
応
順
の
「
再
刊
の
辞
」
の
付
さ
れ
た
書
が
た
ま
た
ま
手
元
に
あ
っ
た
の
で
、
紹
介
す
る
。
私
に
と
っ
て
は
肝
に
銘
じ
て
忘
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よ
う
と
す
る
か
ら
波
が
逆
ま
く
の
で
あ
る
。（『
空
の
思
想
│
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
│
』
十
一
〜
十
二
頁
）

　
こ
こ
で
は
、
願
生
者
の
生
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
い
う
な
れ
ば
こ
こ
で
曇
鸞
が
言
っ
て
い
る
の
は
、『
解
読
』（
巻
上
、

二
二
頁
）
に
あ
る
よ
う
に
「
天
親
菩
薩
が
願
わ
れ
る
生
は
因
縁
の
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
仮
に
生
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。
凡
夫
が
実
際

に
衆
生
が
あ
り
、
生
死
が
あ
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
よ
う
な
状
態
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
」（
要
旨
）
と
解
す
る
。
そ
れ
が
一
般
的
で
あ

る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
小
谷
説
は
、
異
常
な
ほ
ど
に
特
殊
な
読
み
方
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
実
在
し
て
い
な

い
も
の
が
生
じ
て
く
る
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
諸
法
は
因
縁
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
不
生
と
い
う
。
そ
れ
自
体
と
し

て
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
「
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
天
親
菩
薩
の
い
う
願
生
は
、
因
縁
と
し
て
の
あ
り
方

に
つ
い
て
の
こ
と
な
の
で
、
仮
に
生
ず
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
つ
い
で
『
浄
土
論
』
の
最
初
の
「
願
生
」
に
つ
い
て
の
疑
義
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
解
答
が
「
無
生
の
生
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
無
生
」
は
真
蹟
本
の
左
訓
「
ろ
く
だ
う
の
し
や
う
を
は
な
れ
た
る
し
や
う
な
り
」（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
和
讃
篇
九
九
頁
）
の
い

う
と
お
り
、
た
だ
の
空
過
に
す
ぎ
な
い
流
転
の
生
を
離
れ
た
生
の
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
浄
土
の
生
で
あ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の

点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
再
度
最
初
に
戻
る
と
「
第
一
義
諦
と
は
仏
の
因
縁
法
な
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
つ
い
て
、『
解

読
』
も
『
早
島
・
大
谷
本
』
も
『
十
二
門
論
』
観
性
品
第
八
（
大
正
三
〇
、165a

〜b

）「
諸
仏
の
因
縁
法
を
名
づ
け
て
甚
深
第
一
義
諦
と

為
す
。
是
の
因
縁
法
は
自
性
無
き
が
故
に
、
我
れ
是
れ
空
な
り
と
説
く
」
を
引
い
て
説
明
し
て
い
る
が
、『
解
読
』（
下
巻
、
七
四
頁
）
の

「
一
切
法
は
縁
起
生
で
あ
る
が
故
に
畢
竟
空
で
あ
る
と
知
る
諸
仏
の
智
慧
を
意
味
す
る
」
と
い
う
の
が
多
少
解
り
や
す
い
。
し
か
し
充
分

と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
因
縁
法
が
『
論
註
』
で
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
因
縁
の
義
」
は
、
実
際
に
あ
る
こ
と
で

あ
る
が
、
一
時
的
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
仮
り
の
成
り
立
ち
に
な
る
。
そ
れ
が
「
現
生
」
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
要
点

し
か
述
べ
ら
れ
な
い
が
現
生
は
時
間
的
に
は
「
現
行
」
と
い
わ
れ
る
一
刹
那
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
仮
に
生
と
名
づ
く
」
る
と
い
う
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「
仮
立
」
で
あ
る
。
と
は
い
っ
て
も
、「
因
縁
生
」
と
な
れ
ば
、
凡
夫
が
実
体
化
し
て
錯
覚
す
る
実
見
の
生
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の

差
異
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
な
お
、
講
録
を
残
さ
れ
た
諸
師
の
言
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ほ
ぼ
『
解
読
』
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
例
を
次
に
あ
げ
る
。
本
派
の
是
山
和

上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
初
は
凡
夫
の
倒
見
を
遮
す
る
を
い
ふ
、
情
計
を
謂
と
い
ふ
、
計
し
て
捨
て
ざ
る
を
見
と
い
ふ
。
実
衆

生
と
は
人
執
、
実
生
死
と
は
法
執
、
此
は
是
れ
顚
倒
に
し
て
情
有
理
無
な
り
、
故
に
畢
竟
無
所
有
と
い
ふ
」（「
往
生
論
註
講
義
」『
真
宗
叢

書
』
別
巻
三
〇
頁
）
続
い
て
「
亀
毛
の
如
し
」
に
つ
い
て
『
智
度
論
』
巻
一
（
大
正
二
五
、61a

〜b

）「
譬
え
ば
兔
角
亀
毛
は
常
に
無
き
が
如

し
」
と
巻
十
二
（
大
正
二
五
、147b

）「
兔
角
亀
毛
の
如
き
も
、
ま
た
た
だ
名
の
み
有
り
て
実
な
し
」
の
文
を
あ
げ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も

な
い
こ
と
な
が
ら
、
実
際
に
は
有
り
え
な
い
亀
の
毛
な
る
も
の
を
事
実
と
し
て
有
る
と
誤
っ
て
見
る
凡
夫
の
顚
倒
し
た
見
方
を
い
っ
て
い

る
。
浄
土
へ
の
往
生
を
期
待
す
る
得
生
者
と
し
て
の
衆
生
に
つ
い
て
妄
情
に
執
わ
れ
て
捨
離
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
見
で
あ
る
か
ら
「
人

執
」
で
あ
る
。
生
死
も
実
に
有
り
と
執
着
す
る
の
は
法
執
で
あ
る
と
い
う
。

　
つ
い
で
「
因
縁
生
」
に
つ
い
て
は
「
因
縁
義

4

4

4

と
は
、
俗
諦
の
義
な
る
を
い
ふ
。
仮
名
生

4

4

4

と
は
、
願
生
の
生
を
釈
す
る
、
性
実
に
対
す
る

が
故
に
仮
名
の
称
あ
り
、
若
し
偏
邪
に
対
す
れ
ば
即
ち
中
道
と
い
ふ
」（
是
山
前
掲
書
三
一
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
文
の
直
前
に
は
「
無
生
」

と
い
う
の
は
「
実
の
生
」
で
は
な
い
こ
と
を
い
う
。
因
と
縁
と
の
和
合
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
実
の
生
で
は
な
い
。
非

実
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
そ
の
生
を
実
体
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
「
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
の

で
あ
り
、「
空
妙
有
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
情
謂
と
因
縁
と
、
同
じ
く
是
れ
生
な
り
と
雖
も
、
其
義
大
に
別
な
り
。
一
は
則
ち
破
す
べ
く
、

一
は
遣
る
べ
か
ら
ず
。
又
無
生
と
説
く
も
、
一
は
理
無
を
以
て
情
有
を
破
し
、
一
は
仮
名
に
就
い
て
即
空
を
顕
す
の
で
あ
る
」（
同
前
）

と
述
べ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
大
谷
派
の
講
師
稲
葉
円
成
は
天
台
学
の
泰
斗
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、『
往
生
論
註
講
要
』
と
い
う
安
居
の
講
本
を
残
し

て
い
る
。
名
畑
応
順
の
「
再
刊
の
辞
」
の
付
さ
れ
た
書
が
た
ま
た
ま
手
元
に
あ
っ
た
の
で
、
紹
介
す
る
。
私
に
と
っ
て
は
肝
に
銘
じ
て
忘
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れ
ら
れ
な
い
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

即
ち
浄
土
は
畢
竟
無
生
（
無
生
無
滅
）
の
法
性
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
た
土
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
無
生
之
生
で
あ
る
。
無
生
は
法
性
自

体
即
真
諦
、
生
は
因
縁
生
即
俗
諦
、
ど
う
し
て
も
無
生
そ
れ
自
体
か
ら
浄
土
を
生
み
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
浄
土
の

無
生
之
生
を
観
じ
た
天
親
論
主
は
願
生
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
大
体
願
生
心
は
一
心
帰
命
の
信
楽
に
具
す
る
も
の

で
、
善
導
の
貪
瞋
煩
悩
中
能
生
清
浄
願
往
生
心
で
あ
る
。
そ
し
て
一
心
帰
命
は
何
に
よ
り
て
生
じ
た
信
心
か
と
い
へ
ば
、
真
実
功
徳

相
を
観
知
す
る
事
に
依
つ
て
生
じ
た
も
の
で
、
不
虚
作
住
持
功
徳
よ
り
こ
れ
を
見
れ
ば
本
願
力
に
よ
り
て
速
満
足
し
た
信
で
あ
る
。

宗
祖
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
、
願
力
廻
向
の
信
心
で
あ
る
。
浄
土
の
無
生
之
生
の
法
が
如
来
自
利
々
他
功
徳
に
よ
り
て
、
論
主
に
廻

施
さ
れ
た
信
で
あ
る
。
こ
の
信
心
の
智
慧
が
浄
土
願
生
心
を
生
じ
た
の
で
あ
る
（
起
観
生
信
参
照
）。
そ
れ
故
に
浄
土
の
無
生
之
生

に
よ
り
て
引
起
さ
れ
た
願
生
心
だ
か
ら
、
三
有
虚
妄
の
迷
見
の
生
で
は
な
い
。 

（
稲
葉
円
成
『
往
生
論
註
講
要
』
一
六
一
頁
）

此
に
浄
土
之
宅
と
い
ふ
は
論
主
の
所
観
の
境
を
言
つ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
生
の
理
を
体
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
願
生
心
を
得
る
こ
と
で
、

浄
土
往
生
の
後
に
無
生
之
生
を
證
る
と
い
ふ
意
で
は
な
い
。
古
註
多
く
こ
れ
を
往
生
後
の
浄
土
と
解
す
る
は
文
に
親
し
か
ら
ざ
る
の

み
な
ら
ず
、
義
を
失
ふ
も
の
で
あ
る
。
又
言
生
者
得
生
者
之
情
耳
は
論
主
の
願
生
の
こ
と
で
は
な
く
、
凡
夫
の
実
生
の
見
を
い
ふ
も

の
で
、
無
生
の
生
を
知
ら
ざ
る
も
の
ゝ
願
生
心
を
批
判
し
て
そ
れ
は
得
生
者
の
迷
情
で
あ
る
と
い
つ
た
も
の
で
、
願
生
心
が
凡
夫
の

実
生
の
情
見
で
あ
つ
て
も
、
浄
土
へ
往
生
す
れ
ば
、
無
生
の
理
に
契
ふ
と
、
願
生
心
の
実
生
見
を
許
し
た
も
の
で
な
い
。

 

（
同
前
一
六
二
頁
）

見
生
之
火
と
い
ひ
転
生
見
と
あ
る
は
、
共
に
凡
夫
自
力
の
執
心
た
る
実
生
の
執
見
に
は
非
ず
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。
稍
も
す
れ
ば
此
釈
を
楯
と
し
て
願
生
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心
を
凡
夫
実
生
の
執
見
と
す
る
も
の
あ
り
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。
決
し
て
註
意
并
祖
意
を
得
る
も
の
に
非
ず
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8

8

8

、
煩
を
厭
は
ず
鄙
見
を
述
す
る
こ
と
如
㆑

此
。

（
中
略
）
そ
の
願
生
を
実
生
の
執
見
で
は
な
く
、
無
生
之
生
で
あ
る
と
釈
し
、
そ
の
無
生
之
生
を
ど
こ
か
ら
体
達
さ
れ
た
か
と
い
ふ

に
、
そ
れ
は
浄
土
を
観
じ
て
得
た
も
の
、
そ
れ
故
に
願
生
心
の
本
家
本
元
の
宅
は
浄
土
で
あ
る
と
い
つ
て
、
十
七
句
の
次
第
を
説
い
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て
居
る
の
は
、
決
し
て
起
行
観
を
勧
め
る
の
で
は
な
く
て
、
願
生
の
信
心
を
得
し
む
る
為
で
あ
つ
た
こ
と
明
で
あ
る
。
こ
れ
論
主
の

意
を
得
た
る
妙
釈
と
仰
ぐ
べ
し
。 

（
同
前
一
六
四
頁
、
こ
の
引
用
文
で
の
傍
点
は
筆
者
が
付
し
た
）

　
つ
ま
り
、
無
碍
光
如
来
の
名
の
り
に
示
さ
れ
る
念
仏
は
、「
光
如
来
」
の
智
慧
と
し
て
衆
生
に
か
か
わ
る
。
そ
の
如
来
に
一
心
に
帰
命

す
る
「
我
」
の
信
心
の
問
題
で
あ
る
。
念
仏
は
同
時
に
信
心
に
即
す
る
た
め
に
両
者
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
信
心
の
具
体

的
あ
り
方
と
し
て
の
浄
土
へ
の
往
生
も
し
く
は
願
生
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
鸞
師
の
「
無
生
の
生
」
な
の
で
は
な
い
の
か
。

　
と
こ
ろ
で
見
生
の
火
に
つ
い
て
の
小
谷
の
理
解
で
い
え
ば
、「
言
葉
の
繫
が
り
方
に
明
確
さ
を
欠
き
、
い
さ
さ
か
理
解
し
難
い
」
と
い

い
「
往
生
を
実
の
生
と
見
る
見
解
の
火
」
が
「
無
生
の
智
に
転
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
消
滅
し
、
無
生
の
生
な
る
往
生
が
実
現
す
る
、

と
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
一
〇
六
頁
）
い
う
。
し
か
も
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
納
得
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
下
下
品
の
人
が
自
ら

「
称
名
を
す
る
と
い
う
行
為
と
、
そ
の
人
の
心
に
浄
土
の
名
号
が
投
じ
ら
れ
る
と
い
う
事
象
と
の
間
に
成
り
立
つ
因
果
関
係
が
説
明
さ
れ

て
い
な
い
」（
同
前
）
と
い
う
。

　
こ
こ
で
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
氷
上
燃
火
の
譬
喩
の
意
味
を
深
く
読
め
ば
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
の
名
号
は

仏
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
凡
愚
で
あ
る
下
下
品
の
人
に
「
自
ら
称
名
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
お
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
下
下
品

の
凡
愚
に
す
ぎ
な
い
自
分
の
な
か
か
ら
お
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
凡
愚
の
心
に
浄
土
の
名
号
が
投
じ
ら
れ
た
と
い
う

な
ら
ば
、
無
生
の
智
に
よ
っ
て
下
下
品
の
凡
愚
の
心
が
転
じ
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
見
生
の
火
の
語
っ
て
い
る
事
実
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
そ
の
闇
の
深
さ
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。
果
て
し
な
い
と
い
う
し
か
な

い
ほ
ど
底
な
し
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
も
含
め
て
、
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
答
え
は
、
江
戸
教
学
を
さ
さ
え
た
諸
師
に
よ
っ
て
教
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
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れ
ら
れ
な
い
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

即
ち
浄
土
は
畢
竟
無
生
（
無
生
無
滅
）
の
法
性
そ
れ
自
体
か
ら
生
じ
た
土
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
無
生
之
生
で
あ
る
。
無
生
は
法
性
自

体
即
真
諦
、
生
は
因
縁
生
即
俗
諦
、
ど
う
し
て
も
無
生
そ
れ
自
体
か
ら
浄
土
を
生
み
出
さ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
の
浄
土
の

無
生
之
生
を
観
じ
た
天
親
論
主
は
願
生
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
大
体
願
生
心
は
一
心
帰
命
の
信
楽
に
具
す
る
も
の

で
、
善
導
の
貪
瞋
煩
悩
中
能
生
清
浄
願
往
生
心
で
あ
る
。
そ
し
て
一
心
帰
命
は
何
に
よ
り
て
生
じ
た
信
心
か
と
い
へ
ば
、
真
実
功
徳

相
を
観
知
す
る
事
に
依
つ
て
生
じ
た
も
の
で
、
不
虚
作
住
持
功
徳
よ
り
こ
れ
を
見
れ
ば
本
願
力
に
よ
り
て
速
満
足
し
た
信
で
あ
る
。

宗
祖
の
言
を
借
り
る
な
ら
ば
、
願
力
廻
向
の
信
心
で
あ
る
。
浄
土
の
無
生
之
生
の
法
が
如
来
自
利
々
他
功
徳
に
よ
り
て
、
論
主
に
廻

施
さ
れ
た
信
で
あ
る
。
こ
の
信
心
の
智
慧
が
浄
土
願
生
心
を
生
じ
た
の
で
あ
る
（
起
観
生
信
参
照
）。
そ
れ
故
に
浄
土
の
無
生
之
生

に
よ
り
て
引
起
さ
れ
た
願
生
心
だ
か
ら
、
三
有
虚
妄
の
迷
見
の
生
で
は
な
い
。 

（
稲
葉
円
成
『
往
生
論
註
講
要
』
一
六
一
頁
）

此
に
浄
土
之
宅
と
い
ふ
は
論
主
の
所
観
の
境
を
言
つ
て
居
る
の
だ
か
ら
、
生
の
理
を
体
す
る
と
い
ふ
こ
と
も
願
生
心
を
得
る
こ
と
で
、

浄
土
往
生
の
後
に
無
生
之
生
を
證
る
と
い
ふ
意
で
は
な
い
。
古
註
多
く
こ
れ
を
往
生
後
の
浄
土
と
解
す
る
は
文
に
親
し
か
ら
ざ
る
の

み
な
ら
ず
、
義
を
失
ふ
も
の
で
あ
る
。
又
言
生
者
得
生
者
之
情
耳
は
論
主
の
願
生
の
こ
と
で
は
な
く
、
凡
夫
の
実
生
の
見
を
い
ふ
も

の
で
、
無
生
の
生
を
知
ら
ざ
る
も
の
ゝ
願
生
心
を
批
判
し
て
そ
れ
は
得
生
者
の
迷
情
で
あ
る
と
い
つ
た
も
の
で
、
願
生
心
が
凡
夫
の

実
生
の
情
見
で
あ
つ
て
も
、
浄
土
へ
往
生
す
れ
ば
、
無
生
の
理
に
契
ふ
と
、
願
生
心
の
実
生
見
を
許
し
た
も
の
で
な
い
。

 

（
同
前
一
六
二
頁
）

見
生
之
火
と
い
ひ
転
生
見
と
あ
る
は
、
共
に
凡
夫
自
力
の
執
心
た
る
実
生
の
執
見
に
は
非
ず
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。
稍
も
す
れ
ば
此
釈
を
楯
と
し
て
願
生
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心
を
凡
夫
実
生
の
執
見
と
す
る
も
の
あ
り
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。
決
し
て
註
意
并
祖
意
を
得
る
も
の
に
非
ず
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、
煩
を
厭
は
ず
鄙
見
を
述
す
る
こ
と
如
㆑

此
。

（
中
略
）
そ
の
願
生
を
実
生
の
執
見
で
は
な
く
、
無
生
之
生
で
あ
る
と
釈
し
、
そ
の
無
生
之
生
を
ど
こ
か
ら
体
達
さ
れ
た
か
と
い
ふ

に
、
そ
れ
は
浄
土
を
観
じ
て
得
た
も
の
、
そ
れ
故
に
願
生
心
の
本
家
本
元
の
宅
は
浄
土
で
あ
る
と
い
つ
て
、
十
七
句
の
次
第
を
説
い
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て
居
る
の
は
、
決
し
て
起
行
観
を
勧
め
る
の
で
は
な
く
て
、
願
生
の
信
心
を
得
し
む
る
為
で
あ
つ
た
こ
と
明
で
あ
る
。
こ
れ
論
主
の

意
を
得
た
る
妙
釈
と
仰
ぐ
べ
し
。 

（
同
前
一
六
四
頁
、
こ
の
引
用
文
で
の
傍
点
は
筆
者
が
付
し
た
）

　
つ
ま
り
、
無
碍
光
如
来
の
名
の
り
に
示
さ
れ
る
念
仏
は
、「
光
如
来
」
の
智
慧
と
し
て
衆
生
に
か
か
わ
る
。
そ
の
如
来
に
一
心
に
帰
命

す
る
「
我
」
の
信
心
の
問
題
で
あ
る
。
念
仏
は
同
時
に
信
心
に
即
す
る
た
め
に
両
者
を
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
信
心
の
具
体

的
あ
り
方
と
し
て
の
浄
土
へ
の
往
生
も
し
く
は
願
生
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
鸞
師
の
「
無
生
の
生
」
な
の
で
は
な
い
の
か
。

　
と
こ
ろ
で
見
生
の
火
に
つ
い
て
の
小
谷
の
理
解
で
い
え
ば
、「
言
葉
の
繫
が
り
方
に
明
確
さ
を
欠
き
、
い
さ
さ
か
理
解
し
難
い
」
と
い

い
「
往
生
を
実
の
生
と
見
る
見
解
の
火
」
が
「
無
生
の
智
に
転
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
に
消
滅
し
、
無
生
の
生
な
る
往
生
が
実
現
す
る
、

と
」（『
真
宗
の
往
生
論
』
一
〇
六
頁
）
い
う
。
し
か
も
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
納
得
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
下
下
品
の
人
が
自
ら

「
称
名
を
す
る
と
い
う
行
為
と
、
そ
の
人
の
心
に
浄
土
の
名
号
が
投
じ
ら
れ
る
と
い
う
事
象
と
の
間
に
成
り
立
つ
因
果
関
係
が
説
明
さ
れ

て
い
な
い
」（
同
前
）
と
い
う
。

　
こ
こ
で
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
氷
上
燃
火
の
譬
喩
の
意
味
を
深
く
読
め
ば
了
解
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
の
名
号
は

仏
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
凡
愚
で
あ
る
下
下
品
の
人
に
「
自
ら
称
名
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
お
こ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
下
下
品

の
凡
愚
に
す
ぎ
な
い
自
分
の
な
か
か
ら
お
こ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
凡
愚
の
心
に
浄
土
の
名
号
が
投
じ
ら
れ
た
と
い
う

な
ら
ば
、
無
生
の
智
に
よ
っ
て
下
下
品
の
凡
愚
の
心
が
転
じ
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

　
見
生
の
火
の
語
っ
て
い
る
事
実
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
そ
の
闇
の
深
さ
は
た
だ
ご
と
で
は
な
い
。
果
て
し
な
い
と
い
う
し
か
な

い
ほ
ど
底
な
し
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
も
含
め
て
、
こ
の
問
題
に
た
い
す
る
答
え
は
、
江
戸
教
学
を
さ
さ
え
た
諸
師
に
よ
っ
て
教
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
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す
な
わ
ち
、
浄
土
の
仮
名
人
と
穢
土
の
仮
名
人
の
不
一
不
異
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
是
山
和
上
の
い
う
と
こ
ろ
が
出
色
と
思
わ
れ
た
。

私
に
了
解
で
き
た
大
要
を
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。「
信
心
決
定
の
人
は
浄
土
の
聖
衆
の
中
に
入
る
の
で
、
穢
土
の
人
と
も
い
わ
れ
、

浄
土
の
人
と
も
い
わ
れ
る
。
現
実
に
は
煩
悩
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
穢
土
の
仮
名
人
で
あ
り
、
聖
衆
の
数
に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
浄
土

の
仮
名
人
と
い
う
。
こ
の
説
は
可
と
す
べ
き
か
否
か
と
の
問
い
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
答
は
、
こ
の
説
は
宗
義
に
は
あ
る
が
、
今
の
課
題
に
つ
い
て
い
え
ば
不
可
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
往
生
に
つ
い
て
通
釈
し

て
い
る
の
で
、
現
益
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
浄
と
穢
は
対
応
さ
せ
て
辨
ず
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
を
例
示
す
る

た
め
に
、
穢
土
の
行
者
の
前
心
と
後
心
と
、
因
果
相
続
と
の
関
係
を
示
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
文
は
互
顕
な
の
で
初
め
の
所
例
は
平
生
の
修

相
に
約
し
て
因
果
を
明
し
て
不
一
不
異
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
後
の
能
例
は
浄
穢
に
つ
い
て
不
一
不
異
を
明
し
て
因
果
を
略
し
て
い
る
。

い
わ
ば
穢
土
の
行
者
の
臨
終
の
一
念
は
前
心
で
あ
り
、
ま
た
因
で
あ
る
。
浄
土
の
行
者
の
初
生
の
一
念
は
後
心
で
あ
り
、
果
で
あ
る
。
横

さ
ま
に
み
れ
ば
因
果
は
別
な
の
で
不
一
で
あ
る
。
竪
さ
ま
に
み
れ
ば
、
因
が
果
に
な
る
の
で
両
者
は
相
続
し
て
い
て
別
で
は
な
い
。
ゆ
え

に
不
異
と
い
う
。

　
往
生
の
意
味
は
こ
の
点
で
成
り
立
つ
。
こ
の
義
を
成
ぜ
ん
た
め
に
、
穢
土
の
行
者
の
前
念
と
後
念
の
関
係
と
、
因
と
果
と
の
そ
れ
を
例

出
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が
麁
雑
な
例
を
出
し
て
、
細
妙
な
例
に
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
異
世
の
因
果
を
出
し
て
刹
那
の

因
果
を
例
顕
す
る
こ
と
で
、
能
と
所
の
例
が
顚
倒
し
て
い
る
。
そ
の
非
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」（「
往
生
論
註
講
義
」
三
二
〜
三
頁
）

と
い
う
解
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
刹
那
の
因
果
と
は
唯
識
学
で
い
う
因
果
同
時
の
こ
と
で
あ
り
、
現
行
一
刹
那
の
事
象
で
あ
る
。
そ
の

意
味
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
常
識
的
な
異
時
の
因
果
で
考
え
て
い
る
の
で
混
乱
が
生
じ
て
い
る
」
と
の
指
摘
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
自
ら
の
了
解
を
述
べ
る
藤
堂
の
言
う
と
こ
ろ
は
見
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
そ
の
要
旨
を
い
え
ば
「
下
下
品
人
に

す
ぎ
な
い
凡
夫
が
浄
土
の
往
生
人
に
転
換
す
る
。
両
者
は
そ
の
次
元
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
で
否
定
的
に
断
絶
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
同
一
人
に
お
け
る
宗
教
的
事
実
に
な
る
。
願
生
す
る
主
体
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
見
生
の
火
が
無
生
智
に
転
換
さ
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れ
る
行
道
の
依
事
に
関
し
て
で
あ
る
。
た
だ
し
同
一
人
と
い
っ
て
も
、
凡
愚
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
拡
充
延
長
す
る
の
で
な
く
、
否
定
に

よ
っ
て
そ
の
間
が
断
絶
さ
れ
て
い
る
両
者
の
同
一
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
因
位
と
果
位
で
み
て
も
、
固
定
し
た
自
性
と
し
て
の
そ

れ
ぞ
れ
で
な
く
、
凡
夫
人
で
も
な
く
、
往
生
人
で
も
な
い
主
体
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
の
主
体
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
、

こ
の
主
体
を
離
れ
て
は
凡
夫
人
で
あ
る
こ
と
も
、
往
生
人
で
あ
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
凡
夫
の
思
慮
・
分
別
で
あ
る
生
見
が
ど
の
よ
う
に
し
て
勝
義
で
あ
る
無
生
智
へ
方
向
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
無
生
智
は
相

互
否
定
的
に
生
見
と
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
生
見
を
拡
充
す
れ
ば
無
生
智
に
な
る
と
い
う
の
で
は

な
い
。
生
見
の
自
己
否
定
に
即
し
て
無
生
智
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
生
見
が
空
ぜ
ら
れ
る
時
、
願
生
の
主
体
そ
の
ま
ま
が
無
生
智
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
凡
夫
の
生
見
は
、
勝
義
へ
の
方
向
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
否
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の

生
見
は
世
俗
か
ら
勝
義
へ
の
方
向
だ
け
で
自
存
し
て
い
る
の
で
な
く
、
常
に
逆
の
方
向
を
前
提
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
れ
を
喚
起
し
、

そ
れ
に
相
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
・
名
号
に
呼
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
本
願
・
名
号
が
凡
夫

の
生
見
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
そ
の
生
見
を
無
生
智
に
転
換
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
ら
執
わ
れ
て
い
た
分
別
が
そ
の
虚
妄
を

通
し
て
、
そ
の
分
別
を
超
絶
し
て
い
る
勝
義
・
彼
岸
性
に
転
換
す
る
の
は
、
方
向
を
異
に
す
る
両
つ
の
も
の
の
精
神
的
力
学
の
も
っ
と
も

緊
張
せ
る
関
係
の
上
に
お
い
て
成
立
つ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」（「
曇
鸞
の
願
生
に
関
す
る
見
解
」『
無
量
寿
経
論
註
の
研
究
』
一
〇
六
〜
一
〇

八
頁
）
と
い
う
。

　
内
容
の
濃
い
秀
逸
な
論
究
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
納
得
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
特
に
注
意
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
凡
夫
で
あ
る
穢
土
の
仮

名
人
と
無
生
智
で
あ
る
浄
土
の
仮
名
人
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
な
が
ら
同
一
人
の
う
え
の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い

ず
れ
と
も
決
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
各
別
性
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
谷
説
が
香
月
院
の
説
の
一
部
を
用
い
て
「
穢
土

の
仮
名
人
か
と
思
え
ば
浄
土
の
そ
れ
、
浄
土
の
仮
名
人
か
と
思
え
ば
穢
土
で
、
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
。」
と
解
釈
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
曇
鸞
の
無
理
な
空
の
論
理
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
深
く
究
明
さ
れ
て
い
る
。
藤
堂
説
は
、
無
理
な
論
理
な
の
で
は
な
く
、
自
己
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す
な
わ
ち
、
浄
土
の
仮
名
人
と
穢
土
の
仮
名
人
の
不
一
不
異
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
是
山
和
上
の
い
う
と
こ
ろ
が
出
色
と
思
わ
れ
た
。

私
に
了
解
で
き
た
大
要
を
記
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。「
信
心
決
定
の
人
は
浄
土
の
聖
衆
の
中
に
入
る
の
で
、
穢
土
の
人
と
も
い
わ
れ
、

浄
土
の
人
と
も
い
わ
れ
る
。
現
実
に
は
煩
悩
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
で
穢
土
の
仮
名
人
で
あ
り
、
聖
衆
の
数
に
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
浄
土

の
仮
名
人
と
い
う
。
こ
の
説
は
可
と
す
べ
き
か
否
か
と
の
問
い
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
答
は
、
こ
の
説
は
宗
義
に
は
あ
る
が
、
今
の
課
題
に
つ
い
て
い
え
ば
不
可
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
往
生
に
つ
い
て
通
釈
し

て
い
る
の
で
、
現
益
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
浄
と
穢
は
対
応
さ
せ
て
辨
ず
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
点
を
例
示
す
る

た
め
に
、
穢
土
の
行
者
の
前
心
と
後
心
と
、
因
果
相
続
と
の
関
係
を
示
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
文
は
互
顕
な
の
で
初
め
の
所
例
は
平
生
の
修

相
に
約
し
て
因
果
を
明
し
て
不
一
不
異
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
後
の
能
例
は
浄
穢
に
つ
い
て
不
一
不
異
を
明
し
て
因
果
を
略
し
て
い
る
。

い
わ
ば
穢
土
の
行
者
の
臨
終
の
一
念
は
前
心
で
あ
り
、
ま
た
因
で
あ
る
。
浄
土
の
行
者
の
初
生
の
一
念
は
後
心
で
あ
り
、
果
で
あ
る
。
横

さ
ま
に
み
れ
ば
因
果
は
別
な
の
で
不
一
で
あ
る
。
竪
さ
ま
に
み
れ
ば
、
因
が
果
に
な
る
の
で
両
者
は
相
続
し
て
い
て
別
で
は
な
い
。
ゆ
え

に
不
異
と
い
う
。

　
往
生
の
意
味
は
こ
の
点
で
成
り
立
つ
。
こ
の
義
を
成
ぜ
ん
た
め
に
、
穢
土
の
行
者
の
前
念
と
後
念
の
関
係
と
、
因
と
果
と
の
そ
れ
を
例

出
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
人
が
麁
雑
な
例
を
出
し
て
、
細
妙
な
例
に
当
て
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
異
世
の
因
果
を
出
し
て
刹
那
の

因
果
を
例
顕
す
る
こ
と
で
、
能
と
所
の
例
が
顚
倒
し
て
い
る
。
そ
の
非
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」（「
往
生
論
註
講
義
」
三
二
〜
三
頁
）

と
い
う
解
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
刹
那
の
因
果
と
は
唯
識
学
で
い
う
因
果
同
時
の
こ
と
で
あ
り
、
現
行
一
刹
那
の
事
象
で
あ
る
。
そ
の

意
味
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
常
識
的
な
異
時
の
因
果
で
考
え
て
い
る
の
で
混
乱
が
生
じ
て
い
る
」
と
の
指
摘
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
自
ら
の
了
解
を
述
べ
る
藤
堂
の
言
う
と
こ
ろ
は
見
事
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
そ
の
要
旨
を
い
え
ば
「
下
下
品
人
に

す
ぎ
な
い
凡
夫
が
浄
土
の
往
生
人
に
転
換
す
る
。
両
者
は
そ
の
次
元
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
で
否
定
的
に
断
絶
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
同
一
人
に
お
け
る
宗
教
的
事
実
に
な
る
。
願
生
す
る
主
体
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
見
生
の
火
が
無
生
智
に
転
換
さ

75

れ
る
行
道
の
依
事
に
関
し
て
で
あ
る
。
た
だ
し
同
一
人
と
い
っ
て
も
、
凡
愚
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
拡
充
延
長
す
る
の
で
な
く
、
否
定
に

よ
っ
て
そ
の
間
が
断
絶
さ
れ
て
い
る
両
者
の
同
一
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
因
位
と
果
位
で
み
て
も
、
固
定
し
た
自
性
と
し
て
の
そ

れ
ぞ
れ
で
な
く
、
凡
夫
人
で
も
な
く
、
往
生
人
で
も
な
い
主
体
の
在
り
方
で
あ
る
。
こ
の
主
体
の
い
ず
れ
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
お
い
て
、

こ
の
主
体
を
離
れ
て
は
凡
夫
人
で
あ
る
こ
と
も
、
往
生
人
で
あ
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
凡
夫
の
思
慮
・
分
別
で
あ
る
生
見
が
ど
の
よ
う
に
し
て
勝
義
で
あ
る
無
生
智
へ
方
向
づ
け
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
無
生
智
は
相

互
否
定
的
に
生
見
と
対
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
生
見
を
拡
充
す
れ
ば
無
生
智
に
な
る
と
い
う
の
で
は

な
い
。
生
見
の
自
己
否
定
に
即
し
て
無
生
智
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
生
見
が
空
ぜ
ら
れ
る
時
、
願
生
の
主
体
そ
の
ま
ま
が
無
生
智
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
凡
夫
の
生
見
は
、
勝
義
へ
の
方
向
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
否
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の

生
見
は
世
俗
か
ら
勝
義
へ
の
方
向
だ
け
で
自
存
し
て
い
る
の
で
な
く
、
常
に
逆
の
方
向
を
前
提
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
れ
を
喚
起
し
、

そ
れ
に
相
応
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
・
名
号
に
呼
応
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
本
願
・
名
号
が
凡
夫

の
生
見
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
そ
の
生
見
を
無
生
智
に
転
換
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
自
ら
執
わ
れ
て
い
た
分
別
が
そ
の
虚
妄
を

通
し
て
、
そ
の
分
別
を
超
絶
し
て
い
る
勝
義
・
彼
岸
性
に
転
換
す
る
の
は
、
方
向
を
異
に
す
る
両
つ
の
も
の
の
精
神
的
力
学
の
も
っ
と
も

緊
張
せ
る
関
係
の
上
に
お
い
て
成
立
つ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」（「
曇
鸞
の
願
生
に
関
す
る
見
解
」『
無
量
寿
経
論
註
の
研
究
』
一
〇
六
〜
一
〇

八
頁
）
と
い
う
。

　
内
容
の
濃
い
秀
逸
な
論
究
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
納
得
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
特
に
注
意
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
凡
夫
で
あ
る
穢
土
の
仮

名
人
と
無
生
智
で
あ
る
浄
土
の
仮
名
人
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
な
が
ら
同
一
人
の
う
え
の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い

ず
れ
と
も
決
め
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
各
別
性
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
小
谷
説
が
香
月
院
の
説
の
一
部
を
用
い
て
「
穢
土

の
仮
名
人
か
と
思
え
ば
浄
土
の
そ
れ
、
浄
土
の
仮
名
人
か
と
思
え
ば
穢
土
で
、
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
。」
と
解
釈
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
曇
鸞
の
無
理
な
空
の
論
理
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
深
く
究
明
さ
れ
て
い
る
。
藤
堂
説
は
、
無
理
な
論
理
な
の
で
は
な
く
、
自
己
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否
定
に
よ
る
自
性
の
固
定
化
が
超
え
ら
れ
る
と
の
結
論
で
あ
る
。
決
ま
り
き
っ
た
も
の
と
し
て
の
穢
土
の
仮
名
人
、
あ
る
い
は
浄
土
の
仮

名
人
な
る
も
の
は
実
在
し
な
い
も
の
と
見
る
。
そ
れ
が
空
の
論
理
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
小
谷
説
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
見
解
の
提
示

で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
「
曇
鸞
の
独
創
的
見
解
と
し
て
…
そ
の
偉
業
が
高
く
評
価
さ
れ
る
曇
鸞
の
浄
土
教
に
関
す
る
理
解
は
、（
中
略
）「
見
生
而
無

生
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
点
に
、
そ
の
成
果
の
輝
か
し
さ
が
存
す
る
」（『
無
量
寿
経
論
註
の
研
究
』
一
〇
八
頁
）
と
い
う
。
そ
し
て
「
私

は
か
か
る
「
見
生
而
無
生
」
な
る
論
理
の
曇
鸞
に
よ
る
開
顕
の
背
後
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
彼
の
前
半
生
涯
に
お
い
て
親
近
性
の
も
た
れ

る
中
観
派
的
論
理
を
超
克
し
、
浄
土
教
独
自
の
論
理
が
見
極
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
彼
に
よ
る
『
観
無
量
寿
経
』
の
下
下
品
を

中
心
と
し
た
、
浄
土
の
三
部
経
典
の
味
読
を
予
想
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
前
）
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
放
っ

て
い
る
示
唆
は
改
め
て
、
曇
鸞
の
立
っ
て
い
る
場
所
が
中
観
空
の
四
論
の
講
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
さ
し
お
い
て
「
西
を
ほ

め
」
る
親
鸞
の
意
図
に
期
せ
ず
し
て
か
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。
藤
堂
が
親
鸞
に
関
心
が
あ
っ
た
の
か
否
か
は
問
う
必
要
も
な
い
。
単

な
る
学
派
の
枠
を
超
え
た
普
遍
的
な
視
野
の
確
か
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

　
最
後
に
輪
廻
す
る
生upapatti

と
、
も
の
の
生
起
す
る
場
合
の
生utpatti

の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
読
め
な

か
っ
た
た
め
に
曇
鸞
は
「
無
生
の
生
」
を
誤
解
し
た
と
い
う
。
こ
の
説
を
検
討
す
る
に
つ
い
て
ま
ず
確
か
め
る
と
す
れ
ば
、
小
谷
が
声
を

大
に
し
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
い
へ
ん
な
異
な
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
見
抜
く
こ
と
の
で
き
た
彼
の
語
学
力
は
流

石
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
羅
什
ほ
ど
の
翻
訳
家
が
、
同
じ
意
味
の
こ
と
と
し
て
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
い
え
ば
、
さ

し
た
る
差
異
の
な
い
語
で
あ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
し
か
も
重
要
な
視
点
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。『
略
論
安
楽
浄
土
義
』

を
踏
ま
え
て
梶
山
は
言
っ
て
い
る
。

　
こ
の
曇
鸞
（
？
）
の
譬
の
方
が
善
導
の
二
河
譬
よ
り
も
は
る
か
に
す
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
話
の
面
白
さ
は
、
着
物
を
き
た
ま

ま
と
び
こ
ん
だ
ら
溺
れ
る
し
、
脱
い
で
る
ひ
ま
に
は
賊
が
迫
っ
て
く
る
、
と
い
う
分
別
が
解
決
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
放
り
出
し
て
あ
る
と
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こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
千
年
考
え
つ
づ
け
て
も
解
決
な
ど
つ
く
わ
け
は
な
い
。
そ
の
二
つ
の
対
立
こ
そ
が
分
別
で
あ
り
、
思
惟
な
の

だ
か
ら
、
ど
ん
な
に
考
え
て
も
対
立
は
と
け
は
し
な
い
。
分
別
は
分
別
を
生
み
、
概
念
は
概
念
を
ひ
い
て
、
混
乱
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
対
立
が
消
え
る
の
は
、
人
が
い
よ
い
よ
河
岸
に
追
い
こ
ま
れ
て
、
考
え
て
い
る
ひ
ま
も
な
し
に
水
に
と
び
こ
ん
だ
と
き
で
あ
る
。

解
決
し
た
の
で
は
な
い
。
消
え
た
だ
け
だ
。
そ
の
は
か
ら
い
が
消
え
た
と
き
に
見
え
て
く
る
の
は
、
向
う
岸
で
手
を
さ
し
の
べ
て
い

る
弥
陀
だ
け
で
あ
る
。（『
空
の
思
想
│
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
│
』
十
三
頁
）

　
着
物
を
脱
ぐ
か
脱
が
な
い
か
、
浄
土
が
観
念
か
実
在
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
は
か
ら
い
、
論
じ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
激
流
の
縁ふ

ち

に

立
つ
前
の
話
で
あ
る
。
分
別
が
つ
か
な
い
ま
ま
に
決
断
し
て
水
に
と
び
こ
ん
だ
と
き
に
、
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
見
え
る
弥
陀
を
、
観

念
か
実
在
か
と
疑
う
者
は
い
な
い
。
見
え
て
い
る
も
の
は
、
そ
し
て
見
え
て
い
る
も
の
だ
け
が
、
言
葉
の
最
高
の
意
味
に
お
け
る

「
実
在
」
な
の
で
あ
る
。（
同
前
十
四
頁
）

　
こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
不
生
も
し
く
は
無
生
の
「
生
」
は
、
文
字
づ
ら
だ
け
の
生
で
は
な
い
。
往
生
す
る
生
と
し
て
、
生
き
て
い

る
こ
と
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
「
生
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
見
の
生
に
よ
っ
て
実
体
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
生
き
て
い
る
生
命
力
自
体
を

枯
渇
し
て
し
ま
う
、
そ
の
虚
妄
の
生
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
否
定
を
通
し
て
、
逆
に
躍
動
す
る
活
力
溢
れ
る
生
と

し
て
再
生
す
る
。
そ
の
「
生
」
を
「
無
生
の
生
」
と
し
て
願
生
す
る
「
往
生
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
意
識
の

転
変
と
も
か
か
わ
り
な
が
ら
、
現
に
生
き
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
に
立
つ
。
そ
れ
が
無
常
の
「
こ
と
わ
り
」
に
生
き
る
願
生
者
の
往
生
で

あ
る
。
こ
の
場
合
の
無
常
は
無
我
の
根
底
で
あ
る
因
縁
法
の
道
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
瞬
の
事
象
と
し
て
仮
現
し
な
が
ら
、
転
変
と
し
て

は
疑
い
よ
う
も
な
く
具
体
的
で
あ
る
。
充
分
な
手
応
え
の
あ
る
絶
え
る
こ
と
の
な
い
「
流
れ
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
事
実
が
自
覚
さ
れ
れ
ば
「
自
然
に
さ
ま
ざ
ま
の
さ
と
り
を
、
す
な
わ
ち
ひ
ら
く
法
則
な
り
」（『
聖
典
』
五
三
九
頁
）
と
な
る
。
願
生

す
る
行
者
の
生
き
る
道
は
、「
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
見
え
る
弥
陀
」
と
共
な
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
真
宗
学
会
大
会
の
講
演
録
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。）
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否
定
に
よ
る
自
性
の
固
定
化
が
超
え
ら
れ
る
と
の
結
論
で
あ
る
。
決
ま
り
き
っ
た
も
の
と
し
て
の
穢
土
の
仮
名
人
、
あ
る
い
は
浄
土
の
仮

名
人
な
る
も
の
は
実
在
し
な
い
も
の
と
見
る
。
そ
れ
が
空
の
論
理
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
小
谷
説
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
見
解
の
提
示

で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
「
曇
鸞
の
独
創
的
見
解
と
し
て
…
そ
の
偉
業
が
高
く
評
価
さ
れ
る
曇
鸞
の
浄
土
教
に
関
す
る
理
解
は
、（
中
略
）「
見
生
而
無

生
」
と
し
て
把
握
し
て
い
る
点
に
、
そ
の
成
果
の
輝
か
し
さ
が
存
す
る
」（『
無
量
寿
経
論
註
の
研
究
』
一
〇
八
頁
）
と
い
う
。
そ
し
て
「
私

は
か
か
る
「
見
生
而
無
生
」
な
る
論
理
の
曇
鸞
に
よ
る
開
顕
の
背
後
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
彼
の
前
半
生
涯
に
お
い
て
親
近
性
の
も
た
れ

る
中
観
派
的
論
理
を
超
克
し
、
浄
土
教
独
自
の
論
理
が
見
極
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
彼
に
よ
る
『
観
無
量
寿
経
』
の
下
下
品
を

中
心
と
し
た
、
浄
土
の
三
部
経
典
の
味
読
を
予
想
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
前
）
と
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
の
放
っ

て
い
る
示
唆
は
改
め
て
、
曇
鸞
の
立
っ
て
い
る
場
所
が
中
観
空
の
四
論
の
講
説
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
さ
し
お
い
て
「
西
を
ほ

め
」
る
親
鸞
の
意
図
に
期
せ
ず
し
て
か
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。
藤
堂
が
親
鸞
に
関
心
が
あ
っ
た
の
か
否
か
は
問
う
必
要
も
な
い
。
単

な
る
学
派
の
枠
を
超
え
た
普
遍
的
な
視
野
の
確
か
さ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
。

　
最
後
に
輪
廻
す
る
生upapatti

と
、
も
の
の
生
起
す
る
場
合
の
生utpatti

の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
読
め
な

か
っ
た
た
め
に
曇
鸞
は
「
無
生
の
生
」
を
誤
解
し
た
と
い
う
。
こ
の
説
を
検
討
す
る
に
つ
い
て
ま
ず
確
か
め
る
と
す
れ
ば
、
小
谷
が
声
を

大
に
し
て
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
い
へ
ん
な
異
な
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
見
抜
く
こ
と
の
で
き
た
彼
の
語
学
力
は
流

石
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
羅
什
ほ
ど
の
翻
訳
家
が
、
同
じ
意
味
の
こ
と
と
し
て
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
い
え
ば
、
さ

し
た
る
差
異
の
な
い
語
で
あ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
し
か
も
重
要
な
視
点
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。『
略
論
安
楽
浄
土
義
』

を
踏
ま
え
て
梶
山
は
言
っ
て
い
る
。

　
こ
の
曇
鸞
（
？
）
の
譬
の
方
が
善
導
の
二
河
譬
よ
り
も
は
る
か
に
す
っ
き
り
し
て
い
る
。
こ
の
話
の
面
白
さ
は
、
着
物
を
き
た
ま

ま
と
び
こ
ん
だ
ら
溺
れ
る
し
、
脱
い
で
る
ひ
ま
に
は
賊
が
迫
っ
て
く
る
、
と
い
う
分
別
が
解
決
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
放
り
出
し
て
あ
る
と
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こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
千
年
考
え
つ
づ
け
て
も
解
決
な
ど
つ
く
わ
け
は
な
い
。
そ
の
二
つ
の
対
立
こ
そ
が
分
別
で
あ
り
、
思
惟
な
の

だ
か
ら
、
ど
ん
な
に
考
え
て
も
対
立
は
と
け
は
し
な
い
。
分
別
は
分
別
を
生
み
、
概
念
は
概
念
を
ひ
い
て
、
混
乱
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
の
対
立
が
消
え
る
の
は
、
人
が
い
よ
い
よ
河
岸
に
追
い
こ
ま
れ
て
、
考
え
て
い
る
ひ
ま
も
な
し
に
水
に
と
び
こ
ん
だ
と
き
で
あ
る
。

解
決
し
た
の
で
は
な
い
。
消
え
た
だ
け
だ
。
そ
の
は
か
ら
い
が
消
え
た
と
き
に
見
え
て
く
る
の
は
、
向
う
岸
で
手
を
さ
し
の
べ
て
い

る
弥
陀
だ
け
で
あ
る
。（『
空
の
思
想
│
仏
教
に
お
け
る
言
葉
と
沈
黙
│
』
十
三
頁
）

　
着
物
を
脱
ぐ
か
脱
が
な
い
か
、
浄
土
が
観
念
か
実
在
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
は
か
ら
い
、
論
じ
て
い
ら
れ
る
の
は
、
激
流
の
縁ふ

ち

に

立
つ
前
の
話
で
あ
る
。
分
別
が
つ
か
な
い
ま
ま
に
決
断
し
て
水
に
と
び
こ
ん
だ
と
き
に
、
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
見
え
る
弥
陀
を
、
観

念
か
実
在
か
と
疑
う
者
は
い
な
い
。
見
え
て
い
る
も
の
は
、
そ
し
て
見
え
て
い
る
も
の
だ
け
が
、
言
葉
の
最
高
の
意
味
に
お
け
る

「
実
在
」
な
の
で
あ
る
。（
同
前
十
四
頁
）

　
こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
て
い
る
不
生
も
し
く
は
無
生
の
「
生
」
は
、
文
字
づ
ら
だ
け
の
生
で
は
な
い
。
往
生
す
る
生
と
し
て
、
生
き
て
い

る
こ
と
そ
れ
自
体
に
か
か
わ
る
「
生
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
実
見
の
生
に
よ
っ
て
実
体
化
さ
れ
て
し
ま
い
、
生
き
て
い
る
生
命
力
自
体
を

枯
渇
し
て
し
ま
う
、
そ
の
虚
妄
の
生
を
全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
否
定
を
通
し
て
、
逆
に
躍
動
す
る
活
力
溢
れ
る
生
と

し
て
再
生
す
る
。
そ
の
「
生
」
を
「
無
生
の
生
」
と
し
て
願
生
す
る
「
往
生
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
意
識
の

転
変
と
も
か
か
わ
り
な
が
ら
、
現
に
生
き
て
い
る
事
実
そ
の
も
の
に
立
つ
。
そ
れ
が
無
常
の
「
こ
と
わ
り
」
に
生
き
る
願
生
者
の
往
生
で

あ
る
。
こ
の
場
合
の
無
常
は
無
我
の
根
底
で
あ
る
因
縁
法
の
道
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
瞬
の
事
象
と
し
て
仮
現
し
な
が
ら
、
転
変
と
し
て

は
疑
い
よ
う
も
な
く
具
体
的
で
あ
る
。
充
分
な
手
応
え
の
あ
る
絶
え
る
こ
と
の
な
い
「
流
れ
」
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
事
実
が
自
覚
さ
れ
れ
ば
「
自
然
に
さ
ま
ざ
ま
の
さ
と
り
を
、
す
な
わ
ち
ひ
ら
く
法
則
な
り
」（『
聖
典
』
五
三
九
頁
）
と
な
る
。
願
生

す
る
行
者
の
生
き
る
道
は
、「
眼
前
に
あ
り
あ
り
と
見
え
る
弥
陀
」
と
共
な
る
も
の
で
あ
る
。

 

（
本
稿
は
、
二
〇
一
五
年
十
一
月
五
日
に
開
催
さ
れ
た
真
宗
学
会
大
会
の
講
演
録
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。）


