
ま
う
危
険
性
が
無
い
わ
け
で
も
な
い

親
鶯
が
開
顕
し
た
浄
土
真
宗
と
い
う
仏
教
を
思
想
史
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
曇
鶯
が
占
め
る
位
置
は
極
め
て
大
き
い
。
そ
れ

は
七
高
僧
の
一
人
で
あ
る
か
ら
と
言
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
既
に
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
親
鶯
」
と
い
う
名
の
り
そ
の
も
の
が
、
世
親

と
曇
鶯
の
合
成
か
ら
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
親
鶯
の
並
々
な
ら
ぬ
覚
悟
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

①

曇
鶯
は
少
な
く
と
も
、
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
註
」
（
以
後
、
「
論
註
」
と
略
称
）
『
讃
阿
弥
陀
仏
偶
」
『
略
論
安
楽
浄
土
義
」
を
著
し

た
が
、
こ
れ
ら
は
中
国
仏
教
思
想
史
の
上
か
ら
見
て
も
極
め
て
多
く
の
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
曇
鶯
が
生
き
た
北

魏
か
ら
東
・
西
魏
の
時
代
は
、
後
に
開
花
す
る
階
唐
仏
教
の
源
流
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
廃
仏
な
ど
も
重
な
っ
て
、
こ
の
時
代
の
思

想
を
伝
え
る
典
籍
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
今
日
に
お
い
て
、
我
々
が
拝
読
す
る
事
の
で
き
る
極
め
て
数
少
な
い
貴
重
な
も
の
の

一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
曇
鶯
の
『
論
註
」
は
思
想
的
に
も
歴
史
的
に
も
極
め
て
重
要
な
典
籍
で
あ
る
が
故
に
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の

人
々
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
は
親
鶯
を
挙
げ
る
事
が
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
現
代
で
は
、

『
論
註
』
は
親
鶯
が
開
い
た
視
点
を
通
し
て
読
み
直
さ
れ
る
事
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
方
法
に
は
「
論
註
」
を
読
み
す
ぎ
て
し

「
浄
土
論
註
」
と
「
維
摩

問
題
の
所
在

＝

織

田

顕

祐
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ま
ず
初
め
に
、
中
国
仏
教
の
歴
史
に
於
け
る
曇
鶯
の
立
つ
位
置
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
曇
鶯
は
中
国
の
南
北
朝
期
の
北
朝
に
活
動

②
③

し
た
方
で
あ
る
。
そ
の
伝
記
を
知
る
た
め
の
基
本
資
料
と
し
て
、
道
宣
の
『
続
高
僧
伝
」
と
迦
才
の
『
浄
土
論
」
と
が
あ
り
、
両
者
の
記

④

述
に
若
干
の
矛
盾
点
が
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
充
分
吟
味
が
為
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
詳
細
は
そ
れ
ら
に
讓
り
、
本
稿

の
文
脈
に
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
事
に
つ
い
て
言
及
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
『
続
高
僧
伝
」
に
よ
れ
ば
、
曇
鶯
は
魏
の
與
和
四
（
五
四
二
）

年
に
六
七
才
で
没
し
た
と
あ
る
の
で
、
生
年
は
承
明
元
（
四
七
六
）
年
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
北
魏
が
江
北
を
統
一
し
た
の
が
四
三
九

年
（
現
在
の
大
同
を
都
と
し
た
）
、
漢
化
政
策
に
よ
っ
て
都
を
洛
陽
に
移
し
た
の
が
四
九
四
年
、
内
乱
に
よ
っ
て
東
西
に
分
裂
す
る
の
が

⑤
⑤

五
三
四
年
、
東
魏
が
北
斉
に
滅
ぼ
さ
れ
る
の
が
五
五
○
年
で
あ
る
。
こ
の
間
、
菩
提
流
支
（
五
○
八
年
頃
来
着
）
、
勒
那
摩
提
（
五
○
八

⑦

年
来
着
、
『
十
地
経
論
』
「
宝
性
論
』
『
法
華
論
」
な
ど
を
訳
す
）
、
窪
曇
般
若
流
支
（
五
一
六
年
来
着
、
『
順
中
論
」
な
ど
を
訳
す
）
、
仏
陀

⑧

扇
多
（
五
二
五
年
？
来
着
、
「
摂
大
乗
論
」
な
ど
を
訳
す
）
と
い
っ
た
外
来
三
蔵
が
続
々
と
や
っ
て
来
た
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
中
国
人
の

仏
教
理
解
に
与
え
た
重
要
な
点
は
、
無
著
・
世
親
の
唯
識
思
想
を
初
め
て
紹
介
し
た
事
で
あ
る
。
本
来
、
中
国
人
に
と
っ
て
外
来
思
想
で

あ
る
仏
教
を
受
容
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
経
典
に
よ
る
こ
と
が
第
一
要
件
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
典
は
、
本
質
的
に
は
仏
の
智
慧

の
世
界
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
極
め
て
膨
大
で
内
容
を
把
握
し
が
た
く
、
別
の
あ
る
も
の
は
表
現
が
簡
潔
す
ぎ
て
意
味
を

読
み
取
れ
な
い
も
の
が
多
い
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
イ
ン
ド
の
論
師
に
よ
る
釈
経
の
論
が
紹
介
さ
れ
る
事
は
、
中
国
の
仏
教
者
に
と

っ
て
は
極
め
て
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
鳩
摩
羅
什
に
よ
っ
て
龍
樹
の
諸
論
が
紹
介
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
『
般
若
経
」
が
真

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
論
註
』
を
親
鶯
に
ま
で
展
開
す
る
浄
土
思
想
の
源
流
と
位
置
付
け
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
思
想
的
・
時
代

的
状
況
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
点
を
考
察
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
中
国
仏
教
と
浄
土
思
想
の
交
差
す
る

点
と
し
て
曇
鶯
の
思
想
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

｜
、
曇
鶯
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
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の
意
味
で
理
解
さ
れ
た
の
は
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
同
様
に
龍
樹
以
降
の
中
期
大
乗
仏
教
の
理
解
は
、
イ
ン
ド
来
朝
の
諸
師
に
よ
る
無
著
・

世
親
の
諸
論
の
紹
介
に
従
っ
て
順
次
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

無
著
・
世
親
の
唯
識
仏
教
は
、
結
局
、
菩
提
流
支
、
真
諦
、
玄
美
と
時
代
を
追
っ
て
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
曇
鶯
が
生
き

た
北
魏
の
洛
陽
時
代
が
ま
さ
し
く
そ
の
最
初
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
菩
提
流
支
が
紹
介
し
た
世
親
の
論
で
、
そ
の
時
代
に
最
も
影

⑨

響
を
与
え
た
も
の
は
『
十
地
経
論
」
で
あ
っ
た
。
『
十
地
経
論
」
の
訳
出
に
あ
た
っ
て
、
菩
提
流
支
と
勒
那
摩
提
の
基
本
的
立
場
の
違
い

が
原
因
と
な
っ
て
、
地
論
宗
が
南
北
に
分
裂
し
た
事
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
結
局
は
中
期
大
乗
仏
教
理
解
の
基
本
的
立
場
の

⑩

違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
菩
提
流
支
は
唯
識
思
想
の
立
場
、
勒
那
摩
提
は
如
来
蔵
思
想
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
基

本
的
立
場
の
違
い
は
中
国
人
に
は
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
も
の
だ
っ
た
ら
し
く
、
こ
の
問
題
は
そ
の
後
も
随
分
と
永
い
間
尾
を
引
く
事

⑪

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
仏
教
研
究
の
中
心
が
地
論
宗
と
呼
ば
れ
、
『
十
地
経
論
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
高
僧
伝
」
な
ど
の
記
述

⑫
⑬

か
ら
確
認
す
る
事
が
で
き
る
。
そ
し
て
時
代
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
、
慧
光
（
？
～
五
三
八
）
、
法
上
（
？
～
五
八
○
）
ら
の
名
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
目
雲
鶯
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
々
で
あ
り
、
彼
ら
は
北
魏
国
家
の
僧
官
の
筆
頭
（
国
統
）
と
し
て
時
代
社
会
の
中
心
に
い
た
。

こ
の
時
代
に
国
家
的
行
事
と
し
て
訳
出
さ
れ
た
最
新
の
経
典
を
曇
鶯
は
『
論
註
」
に
引
用
し
て
い
る
し
、
曇
鶯
が
時
の
皇
帝
か
ら
尊
敬
を

受
け
た
こ
と
な
ど
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
両
者
の
間
に
は
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
論
註
」
等
を
見
る

限
り
、
そ
う
し
た
点
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
曇
鶯
は
当
時
の
主
流
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ

た
と
え
ば
、
『
続
高
僧
伝
」
は
出
家
後
の
曇
鶯
の
修
学
に
つ
い
て
、

四
論
と
仏
性
に
於
い
て
、
弥
よ
窮
研
す
る
所
な
り
。
（
大
正
印
・
四
七
○
ａ
）

と
記
し
て
い
る
。
わ
ず
か
に
こ
れ
だ
け
の
記
述
で
あ
る
か
ら
、
曇
鶯
が
何
を
ど
の
よ
う
に
学
ん
で
い
た
か
は
想
像
の
域
を
出
な
い
が
、
少

⑭

な
く
と
も
当
時
の
地
論
宗
は
、
慧
光
以
来
「
四
宗
判
」
と
い
う
教
判
を
立
て
て
、
『
般
若
経
」
を
代
表
と
す
る
初
期
大
乗
仏
教
と
『
華
厳

れ
る
点
が
あ
る
⑤

ワワ
~し



⑮

経
』
「
浬
檗
経
』
な
ど
を
区
別
し
て
、
「
般
若
経
」
を
劣
っ
た
も
の
と
見
て
い
た
。
も
と
も
と
北
魏
の
仏
教
界
は
、
南
朝
の
玄
学
に
も
と
、
づ

い
た
理
論
的
な
仏
教
研
究
の
方
法
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
多
く
の
経
典
を
全
体
的
に
見
よ
う
と
す
る
態
度
が
発
達
し
な
か
っ
た
よ

⑯

う
で
あ
る
。
四
宗
判
は
そ
う
し
た
態
度
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
態
度
は
一
方
で
は
、
個
々
の
経
典
の
中
か
ら

修
行
の
指
針
を
求
め
る
と
い
う
実
践
的
な
態
度
を
育
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
陪
唐
時
代
に
「
宗
」
と
呼
ば
れ
る
仏
教
思
想
の
源
流
が
こ
の

時
代
に
あ
る
の
も
そ
う
し
た
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
曇
鶯
が
「
四
論
」
と
「
仏
性
」
を
学
ん
だ
と
い
う
の
は
、
こ
の
時
代
の
空
気
を
吸

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
に
区
別
を
見
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
両
者
を
読
み
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
は
、

『
論
註
一
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
こ
う
し
た
態
度
は
当
時
の
中
心
的
な
仏
教
者
の
感
覚
と
は
随
分
隔
た
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

ま
た
、
曇
鶯
は
『
論
註
」
の
中
で
、
浄
土
の
菩
薩
が
自
由
自
在
に
諸
仏
の
国
土
を
往
来
し
て
供
養
を
な
す
こ
と
と
、
「
十
地
経
」
に
説

か
れ
る
よ
う
な
菩
薩
の
歴
劫
の
修
行
階
位
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

十
地
の
階
次
と
言
う
は
、
是
れ
釈
迦
如
来
閻
浮
提
に
於
け
る
一
の
応
化
道
な
ら
く
の
み
。
（
真
聖
全
一
、
三
三
三
）

と
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
、
新
出
の
『
十
地
経
論
」
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
そ
の
研
究
に
専
念
し
て
い
た
当
時
の
仏
教

者
た
ち
と
は
明
ら
か
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
曇
鶯
の
信
念
が
一
体
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
そ
の
背
景
を
明
ら
か

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

⑪

『
開
元
録
」
に
よ
れ
ば
、
「
浄
土
論
』
は
北
魏
孝
荘
帝
の
永
安
二
（
五
二
九
）
年
に
訳
出
さ
れ
た
。
菩
提
流
支
の
訳
業
の
中
で
は
比
較

的
後
期
に
相
当
す
る
。
孝
荘
帝
の
こ
の
時
代
は
既
に
洛
陽
仏
教
の
全
盛
期
が
終
わ
り
に
近
づ
き
、
社
会
的
に
は
不
安
定
な
時
期
に
入
っ
て

⑬

い
る
。
そ
し
て
『
続
高
僧
伝
」
に
よ
れ
ば
、
曇
鶯
が
仙
経
を
求
め
て
江
南
に
達
し
た
の
が
大
通
年
間
（
五
二
七
～
五
二
九
）
で
あ
っ
た
と

『
聿
叩
垂
砕
一

で
き
る
。

二
、
「
安
楽
浄
土
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
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ま
ず
重
要
な
点
は
、
曇
鶯
の
質
問
（
仏
法
に
は
仙
経
に
勝
る
長
生
不
死
の
法
が
あ
る
か
）
と
菩
提
流
支
の
教
え
（
生
死
か
ら
解
脱
せ

よ
）
と
の
間
に
明
確
な
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
曇
鴬
の
課
題
は
長
生
不
死
で
あ
り
、
菩
提
流
支
の
教
え
は
『
観
経
』
を
修
行
し
て
生

死
か
ら
解
脱
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
曇
鶯
に
関
し
て
言
え
ば
、
仮
に
そ
れ
以
前
に
浄
土
三
部
経
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
生
死
解
脱
の
課
題
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
菩
提
流
支
は
解
脱
の
た
め
の
具
体
的
な
修
行
の
方
法
と
し
て

何
が
し
か
の
経
論
を
与
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
大
小
『
無
量
寿
経
」
は
阿
弥
陀
仏
の
国
（
安
楽
・
極

楽
）
に
往
生
せ
よ
と
は
説
く
も
の
の
、
そ
の
背
景
と
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
経
の
中
心
が
あ
り
、
人
間
に
と
っ
て
の
具
体
的
な
課

題
は
往
生
で
あ
る
と
教
え
る
経
典
は
『
観
経
」
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
想
起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
生
死
解
脱
を
修
す

る
経
典
と
し
て
『
観
経
」
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
曇
鶯
は
浄
土
三
部
経
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
あ
る
も
の
と
し
て
見
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
「
論
註
』
が
冒
頭
で
「
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
」
を
釈
し
て
特
定
の
経
の
論
で
は
な
く
全
体
的
な
も
の
を
意
味
す
る
と
解
す

⑳

る
の
は
こ
う
し
た
事
情
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
論
註
」
は
、
そ
の
基
本
的
な
視
点
を
表
明
す
る
冒
頭
の
一
段
に
於
い
て
、

無
量
寿
は
是
れ
安
楽
浄
土
の
如
来
の
別
号
な
り
。
（
真
聖
全
一
、
二
七
九
）

と
言
う
。
特
に
注
意
す
る
必
要
も
な
い
表
現
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
に
と
っ
て
は
こ
の
「
安
楽
浄
土
」
と
い
う
用
語
が
そ
も
そ
も
一
つ
の
疑

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

記
し
、
そ
の
後
に
有
名
な
菩
提
流
支
と
の
出
会
い
を
記
し
て
い
る
か
ら
、
曇
鶯
が
浄
土
教
に
帰
依
し
た
の
は
『
浄
土
論
」
が
訳
さ
れ
た
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
に
相
当
す
る
。
そ
し
て
『
続
高
僧
伝
」
は
曇
鶯
が
「
観
経
」
を
与
え
ら
れ
て
目
が
さ
め
た
事
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
時
代
に
は
浄
土
三
部
経
は
既
に
出
揃
っ
て
お
り
、
「
観
経
」
は
当
然
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
か
ら
、

⑲

こ
の
記
述
に
関
し
て
は
様
々
な
意
見
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
曇
鶯
は
菩
提
流
支
の
教
え
に
よ
っ
て
回
心
し
、
そ
の
後
に
「
論
註
」

を
書
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
「
論
註
」
の
基
本
的
立
場
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
初
め
に
吟
味
を
加
え
て
お
か
ね
ば
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「
浄
土
」
と
い
う
言
葉
に
、
相
当
す
る
原
語
が
な
い
こ
と
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
浄
土
三
部
経
に
は
僅
か
一
回

し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
言
葉
を
曇
鴬
が
自
己
の
中
心
に
位
置
付
け
る
の
は
一
体
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
関
心
に

立
っ
て
『
「
浄
土
」
を
説
く
経
典
を
探
し
て
み
る
と
決
し
て
多
く
な
い
事
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
陪
唐
以
降
「
浄
土
」
と
い
う
用
語
を
用
い

る
経
典
は
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
そ
の
内
容
を
「
浄
土
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
積
極
的
に
説
く
経
典
は
決
し
て
多
く
な
い
の
で
あ
る
。

⑳

筆
者
が
調
べ
た
範
囲
で
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
は
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
『
維
摩
経
」
と
菩
提
流
支
訳
の
『
大
薩
遮
尼
乾
子
所
説
経
』
く
ら
い

で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
心
が
及
ぶ
時
、
曇
鶯
が
生
き
た
北
魏
で
は
「
維
摩
経
」
が
極
め
て
重
要
な
経
典
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い

た
事
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
朝
の
仏
教
は
経
典
相
互
の
関
係
や
経
典
間
の
論
理
的
一
貫
性
を
哲
学
的
に
研
究
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
ま
ず

個
々
の
経
典
の
中
心
を
見
定
め
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
日
々
日
常
的
に
修
す
る
課
題
を
見
つ
け
る
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の

⑳

よ
う
な
関
心
か
ら
特
に
注
目
さ
れ
た
の
が
、
『
十
地
経
論
」
『
浬
梁
経
』
「
華
厳
経
』
「
維
摩
経
」
な
ど
で
あ
っ
た
。
『
続
高
僧
伝
」
に
記
載

さ
れ
る
北
魏
時
代
の
地
論
宗
関
係
の
仏
教
者
に
は
『
維
摩
経
」
を
学
ん
だ
と
す
る
人
が
非
常
に
多
く
ま
た
皇
帝
や
朝
廷
の
高
官
が
羅

⑳

摩
経
」
を
講
義
し
た
と
い
う
記
録
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
「
維
摩
経
」
は
い
わ
ば
北
魏
仏
教
界
の
教
科
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
空
気
を
三
雲
鶯
も
お
そ
ら
く
吸
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑳

ま
た
中
期
大
乗
仏
教
を
大
成
し
て
琉
伽
唯
識
教
学
を
開
い
た
世
親
に
、
『
維
摩
経
論
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
『
婆
藪
藥
豆
法
師
伝
」
が
記

問
な
の
で
あ
る
。
『
浄
土
論
」
の
方
に
は
、
無
量
寿
仏
の
国
土
は
「
安
楽
国
」
「
安
楽
国
土
」
「
無
量
寿
仏
国
土
」
「
安
楽
仏
国
」
な
ど
と
あ

っ
て
、
決
し
て
「
安
楽
浄
土
」
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
論
註
」
は
一
貫
し
て
「
安
楽
浄
土
」
と
言
う
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
何
か
特
別
な
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
我
々
の
よ
う
に
、
浄
土
仏
教
の
流
れ
の
末
に
預
か
る
も
の
に

と
っ
て
「
浄
土
一
は
、
既
に
与
件
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
流
れ
の
濫
鵤
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
同
様
に
扱
う
事
は
で
き
な
い
と
思

と
っ
て
「
浄
土
」
径

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

25



更
に
『
無
量
寿
経
」
と
「
維
摩
経
」
「
仏
国
ロ
聖
の
所
説
の
構
造
的
な
重
層
性
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
『
無
量
寿

経
」
上
巻
で
は
、
法
蔵
比
丘
が
世
自
在
王
仏
に
出
会
っ
て
「
歎
仏
偶
」
を
詠
っ
た
後
、
無
上
正
覚
の
心
を
起
こ
し
た
こ
と
を
述
べ
、
「
仏

国
を
摂
取
し
清
浄
に
無
量
妙
土
を
荘
厳
し
た
い
」
と
願
い
出
た
の
ち
、
再
度
「
諸
仏
・
如
来
の
浄
土
の
行
を
敷
演
し
た
ま
え
」
と
願
い
、

⑳

そ
こ
か
ら
四
十
八
願
が
生
ま
れ
て
く
る
。
一
方
、
『
維
摩
経
」
「
仏
国
品
」
で
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
－
の
番
羅
樹
園
で
大
比
丘
・
菩
薩
の

た
め
に
法
を
説
い
て
い
た
仏
の
所
に
長
者
子
宝
積
が
友
人
五
百
人
と
共
に
や
っ
て
き
て
、
ま
ず
日
除
け
の
傘
を
供
養
し
、
次
に
仏
徳
を
讃

嘆
す
る
歌
を
詠
い
、
次
の
よ
う
に
言
上
す
る
。

世
尊
、
是
の
五
百
の
長
者
子
、
皆
已
に
阿
褥
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
を
発
し
っ
・
仏
国
士
の
清
浄
な
る
を
得
る
を
聞
か
ん
と
願
い
た
て

ま
つ
る
。
唯
願
わ
く
は
諸
菩
薩
の
浄
土
の
行
を
説
き
た
ま
え
。
（
大
正
陞
・
五
三
八
ａ
）

つ
ま
り
、
両
経
典
は
、
い
ず
れ
も
「
菩
提
心
を
起
こ
し
た
菩
薩
が
浄
土
の
行
を
説
い
て
ほ
し
い
と
願
う
」
と
い
う
文
脈
で
「
浄
土
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
る
点
が
全
く
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
「
無
量
寿
経
」
で
は
四
十
八
願
が
説
か
れ
、
法
蔵
菩
薩
が
成
仏
し
て

「
安
楽
世
界
」
に
存
す
る
事
が
説
か
れ
る
。
一
方
、
『
維
摩
経
」
で
は
そ
の
後
、
浄
土
を
建
立
す
る
理
由
が
衆
生
を
利
益
す
る
た
め
で
あ

る
と
示
さ
れ
、
次
に
「
直
心
、
是
れ
菩
薩
の
浄
土
な
り
」
の
文
を
始
め
と
し
て
、
十
七
の
項
目
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
突
然
の
よ
う
に
舎

利
弗
が
質
問
し
、
釈
迦
仏
の
国
士
が
実
は
浄
土
で
あ
る
事
が
示
さ
れ
る
。
宝
積
ら
が
無
生
法
忍
を
得
た
事
は
説
か
れ
る
が
、
成
仏
し
て
国

土
を
建
立
し
た
と
い
う
こ
と
は
特
に
説
か
れ
て
い
な
い
。
『
維
摩
経
」
は
「
維
摩
詰
所
説
」
と
い
う
題
号
を
持
つ
経
で
あ
る
か
ら
維
摩
詰

の
説
教
が
中
心
で
あ
る
の
に
、
こ
の
「
仏
国
品
」
は
維
摩
詰
と
関
係
無
く
説
か
れ
て
お
り
、
第
二
「
方
便
品
」
以
降
に
維
摩
詰
が
登
場
し

て
種
々
に
法
を
説
く
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
（
こ
の
点
は
後
に
考
え
た
い
）
。
こ
の
よ
う
に
「
無
量
寿
経
」
と
「
維
摩
経
」
と
は
重

⑳

し
て
い
る
。
経
録
に
よ
れ
ば
、
菩
提
流
支
は
か
な
り
の
量
の
原
典
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
も
し
か
す
る
と
世
親
の
『
維
摩
経
論
」

を
知
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
訳
出
こ
そ
為
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
当
時
の
人
々
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え

た
は
ず
で
あ
る
。
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な
る
点
と
異
な
る
点
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
仮
に
曇
鶯
の
「
安
楽
浄
土
」
と
い
う
概
念
が
、
両
経
の
接
合
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と

す
る
と
、
「
無
量
寿
・
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
特
定
の
仏
が
、
「
安
楽
・
極
楽
」
と
い
う
名
の
国
土
を
完
成
し
た
と
い
う
『
無
量
寿
経
」
の
経

説
が
、
「
浄
土
建
立
は
慈
悲
に
よ
る
菩
薩
行
で
あ
る
」
と
い
う
普
遍
性
を
説
く
『
維
摩
経
」
の
主
張
と
重
な
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ

⑳

し
て
事
実
と
し
て
、
「
論
註
」
の
中
に
は
『
維
摩
経
』
を
用
い
て
『
浄
土
論
」
を
解
説
す
る
箇
所
が
非
常
に
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
曇
鶯

は
、
菩
提
流
支
に
出
会
う
以
前
か
ら
、
こ
の
両
経
を
知
悉
し
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
、
「
浄
土
論
」
の
出
現
に
よ
っ
て
こ
の
両
経
が
よ

り
積
極
的
に
結
び
つ
く
よ
う
な
点
が
明
ら
か
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

曇
鶯
は
「
略
論
安
楽
浄
土
義
」
の
冒
頭
で
、

間
う
て
曰
く
、
安
楽
国
に
幾
種
の
荘
厳
有
り
て
か
名
づ
け
て
浄
土
と
為
す
や
。
（
真
聖
全
一
、
三
六
七
）

の
問
い
を
出
し
、
答
え
と
し
て
『
無
量
寿
経
」
の
四
十
八
願
と
「
浄
土
論
」
の
二
十
九
種
荘
厳
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
問
答
か
ら
、
①

「
安
楽
国
」
と
「
浄
土
」
と
が
も
と
も
と
別
の
文
脈
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
事
、
②
『
無
量
寿
経
」
の
四
十
八
願
と
『
浄
土
論
」
二
十
九

種
荘
厳
と
を
全
く
同
じ
も
の
と
は
見
て
い
な
い
、
と
い
う
曇
鶯
の
基
本
的
な
立
場
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
曇
鶯
は
『
浄
土

論
』
の
所
説
に
出
会
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
学
ん
で
き
た
も
の
を
総
合
す
る
よ
う
な
視
点
を
得
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一

体
ど
の
よ
う
な
事
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
知
る
た
め
に
は
、
曇
鴬
の
三
つ
の
著
作
を
通
し
て
考
え
る
他
に
方
法
は
な
い
。

『
論
註
」
は
、
上
下
二
巻
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
上
巻
が
『
浄
土
論
』
の
偶
頌
の
注
釈
、
下
巻
が
長
行
（
解
義
分
）
の
注
釈
と
い
う
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
上
巻
に
特
徴
的
な
点
は
、
偶
頌
全
体
を
解
義
分
に
示
さ
れ
る
礼
拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
・
回
向
の
「
五
念
門
」
に

よ
っ
て
解
釈
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
北
地
の
仏
教
者
の
基
本
的
な
課
題
は
、
経
典
の
記
述
の
中
に
日
常
の
修
行

課
題
を
見
出
す
事
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
要
求
に
よ
っ
て
経
典
を
研
究
す
る
に
際
し
て
、
イ
ン
ド
の
大
論
師
が
教
え
る
具
体
的
な
実
践
行

三
、
『
論
註
』
の
二
十
九
種
荘
厳
と
『
維
摩
経
』

、戸
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が
極
め
て
大
き
な
力
に
な
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
「
論
註
』
は
こ
の
点
を
、
「
浄
土
論
』
三
句
目
の
「
我
依
修
多
羅
」
の
「
依
」

に
注
目
し
て
、
「
何
所
依
．
何
故
依
・
云
何
依
」
と
分
析
し
て
、

云
何
が
依
る
と
は
、
五
念
門
を
修
し
て
相
応
す
る
が
故
に
。
（
真
聖
全
一
、
二
八
四
）

と
言
う
。
つ
ま
り
、
世
親
の
教
え
る
「
五
念
門
」
に
よ
っ
て
、
如
来
真
実
功
徳
相
と
相
応
し
た
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
下
巻
の

「
解
義
分
起
観
生
信
章
」
に
よ
れ
ば
、
如
来
真
実
功
徳
相
に
相
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
安
楽
国
に
生
ま
れ
て
、
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま

つ
る
こ
と
を
得
る
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
①
そ
の
安
楽
国
と
は
ど
の
よ
う
な
国
土
な
の
か
、
②
「
生
ま
れ
る
」
と
言
う
が
一
体
ど
う
い
う

意
味
な
の
か
、
③
一
体
誰
が
往
生
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
①
の
課
題
に
答
え
る
も
の
が
一
千
九
種
荘
厳
功

徳
の
解
釈
で
あ
り
、
総
説
分
作
願
門
中
の
問
答
は
②
の
課
題
に
答
え
る
も
の
で
あ
り
、
上
巻
末
後
の
八
番
問
答
は
③
の
課
題
に
答
え
る
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と
ま
ず
、
『
論
註
」
上
巻
が
こ
う
し
た
構
造
を
持
つ
も
の
と
理
解
し
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

安
楽
国
士
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
は
、
一
応
、
器
世
間
十
七
種
と
衆
生
世
間
十
二
種
と
に
分
け
て
説
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を

⑳

貫
く
原
理
は
「
清
浄
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
か
ら
、
曇
鴬
は
こ
れ
を
「
安
楽
浄
土
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
浄
土
が
建
立
さ
れ

た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
曇
鶯
は
、

長
く
大
夢
に
寝
て
怖
出
を
知
る
こ
と
莫
し
。
是
の
故
に
大
悲
心
を
興
し
た
も
う
。
願
わ
く
は
我
れ
成
仏
せ
ん
に
無
上
正
見
道
を
以
て

清
浄
土
を
起
こ
し
て
三
界
を
出
ん
と
。
（
真
聖
全
一
、
二
八
七
）

と
説
く
。
つ
ま
り
、
衆
生
は
三
界
に
生
ま
れ
て
、
そ
れ
以
外
を
知
ら
な
い
か
ら
、
そ
こ
か
ら
出
よ
う
と
す
る
意
欲
を
持
つ
こ
と
が
な
い
。

そ
の
衆
生
に
清
浄
土
を
示
し
て
解
脱
に
導
こ
う
と
い
う
仏
の
大
悲
か
ら
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
衆
生
が
便

宜
を
得
る
必
要
か
ら
、
あ
た
か
も
別
世
界
と
し
て
有
る
か
の
ご
と
く
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
決
し
て
人
間
の
認
識
（
有
無
の
分
別
）⑳

す
る
よ
う
な
で
き
事
と
し
て
有
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
を
曇
鶯
は
「
有
を
出
て
、
而
し
て
有
な
る
を
微
と
日
う
。
」
と
説
明
す
る
。

こ
の
「
有
を
出
て
而
し
て
有
」
と
い
う
表
現
の
、
前
者
の
「
有
」
は
、
人
間
の
日
常
的
な
分
別
の
結
果
を
指
し
て
い
る
。
後
者
の
「
有
」
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は
、
唯
識
教
学
が
言
う
と
こ
ろ
の
諦
と
し
て
の
「
有
」
で
あ
る
。
人
間
の
分
別
を
真
理
の
立
場
か
ら
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
基

盤
に
し
な
が
ら
真
理
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
世
親
に
代
表
さ
れ
る
中
期
大
乗
仏
教
の
発
想
と
同
じ
も
の
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
従
っ
て
浄
土
を
現
ず
る
の
は
、
あ
く
ま
で
衆
生
が
そ
れ
を
願
う
か
ら
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
仏
は
仏
国
と
し
て
械
土
を
現
ず
る
事

も
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
次
の
文
な
ど
に
曇
鶯
の
そ
う
し
た
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

械
土
の
如
来
の
大
慈
謙
忍
を
嘆
ず
と
難
も
仏
土
に
雑
稜
の
相
有
る
こ
と
を
見
ず
、
浄
土
の
如
来
の
無
量
の
荘
厳
を
嘆
ず
と
雌
も
仏
土

に
清
浄
の
相
有
る
こ
と
を
見
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
、
諸
法
等
し
き
を
以
て
の
故
に
、
諸
の
如
来
等
し
。
（
真
聖
全
一
、
三
○
六
）

こ
の
よ
う
な
、
仏
国
土
に
は
浄
土
も
糠
土
も
有
り
、
共
に
仏
が
衆
生
を
教
化
す
る
た
め
に
現
じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
実
は

「
維
摩
経
」
に
終
始
一
貫
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

⑳

『
維
摩
経
」
は
、
処
々
に
「
浄
土
」
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
上
巻
で
は
「
仏
国
品
」
が
説
か
れ
て
、
舎
利
弗
に
対
し
て
釈

迦
仏
の
こ
の
娑
婆
世
界
が
実
は
浄
土
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、

斯
の
下
劣
人
を
度
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
是
の
衆
悪
不
浄
土
を
示
す
の
み
。
（
大
正
Ｍ
・
五
三
八
ｃ
）

と
説
か
れ
る
。
下
巻
の
「
香
積
仏
品
」
で
は
、
維
摩
詰
が
遣
わ
し
た
化
菩
薩
に
対
し
て
香
積
仏
が
娑
婆
世
界
の
釈
迦
仏
の
教
化
を
明
か
し

諸
仏
は
諸
の
小
法
を
楽
う
者
を
化
せ
ん
と
欲
す
る
が
為
に
尽
く
其
の
清
浄
士
を
現
ぜ
ざ
る
の
み
。
（
大
正
Ｍ
・
五
五
二
ｂ
）

と
教
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
前
掲
「
論
註
』
の
所
説
の
根
拠
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
「
菩
薩
行
品
」
の
文
な
ど
を
具
体
的
に
指
摘
す

⑳

る
こ
と
が
で
き
る
。
『
論
註
」
の
二
十
九
種
荘
厳
の
各
門
が
、
釈
迦
仏
と
そ
の
国
土
と
の
対
応
関
係
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う

＠

な
背
景
を
表
現
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
維
摩
経
」
は
、
別
名
を
「
不
可
思
議
解
脱
法
門
」
と
言
う
よ
う
に
、
「
解
脱
」
を
明
か
す
事
に

経
の
主
題
が
有
り
、
浄
土
を
明
か
す
た
め
の
経
で
は
な
い
の
で
、
全
編
が
「
浄
土
」
と
い
う
課
題
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
課
題
を
持
っ
た
経
典
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
文
脈
を
丁
寧
に
追
う
事
に
よ
っ
て
「
浄
土
」
が
説
か

て
、
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次
に
「
往
生
」
に
関
し
て
は
、
上
巻
の
冒
頭
に
「
不
生
の
生
」
を
説
明
し
て
、

稜
土
の
仮
名
人
と
浄
土
の
仮
名
人
と
決
定
し
て
一
を
得
ず
、
決
定
し
て
異
を
得
ず
。
（
真
聖
全
一
、
二
八
四
）

と
解
釈
す
る
。
直
後
に
「
是
れ
は
一
異
の
門
を
観
ず
。
論
の
中
に
委
曲
な
り
」
と
言
う
か
ら
、
こ
の
「
論
」
は
直
接
的
に
は
『
中
論
」
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
論
註
」
は
「
門
」
に
極
め
て
大
き
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
事
か
ら
、
「
維
摩
経
」
の
中
心
が
「
入
不

、

二
法
門
」
に
あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
『
中
論
」
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
性
功
徳
を
釈
す
る
次
の
文
に
も
注
目
し
た
い
。

唾

数
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

れ
る
意
味
を
確
認
す
る
事
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
点
、
「
論
註
」
の
浄
土
観
と
『
維
摩
経
」
と
の
接
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
下
巻
「
浄
入
願
心
章
」
で
は
、
国
土
（
器
世
間
）

と
衆
生
（
衆
生
世
間
）
の
関
係
を
論
じ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

浄
土
は
是
れ
彼
の
清
浄
の
衆
生
の
受
用
す
る
所
な
る
が
故
に
名
づ
け
て
器
と
為
す
。
浄
食
に
不
浄
器
を
用
い
ば
、
器
不
浄
な
る
を
以

て
の
故
に
食
ま
た
不
浄
な
り
。
不
浄
の
食
に
浄
器
を
用
い
ば
、
不
浄
な
る
が
故
に
器
ま
た
不
浄
な
る
が
如
し
。
要
ず
二
つ
倶
に
潔
く

し
て
乃
ち
浄
と
称
す
る
こ
と
を
得
。
（
真
聖
全
一
、
三
三
八
）

こ
こ
で
は
衆
生
と
国
土
を
食
と
器
に
な
ぞ
ら
え
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
比
啼
は
恐
ら
く
先
に
引
用
し
た
「
仏
国
品
」
の
文
の
直
後

⑬

に
、
「
諸
天
の
法
器
を
共
に
す
れ
ど
も
食
は
そ
の
福
徳
に
随
っ
て
飯
食
に
異
な
り
有
り
」
と
い
わ
れ
る
文
や
、
「
弟
子
品
」
で
維
摩
詰
が
富

⑭

楼
那
を
叱
っ
て
、
「
械
食
を
以
て
宝
器
に
置
く
こ
と
無
か
れ
」
と
説
く
事
に
起
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

こ
の
他
に
も
二
十
九
種
荘
厳
の
各
門
の
解
釈
に
は
、
直
接
引
用
す
る
も
の
の
ほ
か
に
も
『
維
摩
経
」
に
依
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
相
当

是
れ
（
安
楽
浄
土
）
、
彼
の
因
（
四
十
八
願
）
の
所
得
な
り
。
果
の
中
に
因
を
説
く
故
に
性
と
為
す
。
（
真
聖
全
一
、
二
八
七
）

『
中
論
』
の
「
観
因
果
品
」
で
は
因
と
果
と
は
不
一
不
異
で
あ
る
こ
と
が
、
「
乳
と
酪
」
の
関
係
で
説
か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
「
果
の
中

に
因
を
説
く
」
と
は
、
「
酪
に
お
け
る
乳
の
あ
り
方
」
が
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
「
浬
藥
経
」
が
「
如
来
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⑯

性
品
」
で
「
乳
に
お
け
る
酪
の
あ
り
方
」
と
し
て
．
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
説
く
事
と
反
転
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
浄
土
」
と
「
仏

性
」
は
、
同
じ
こ
と
を
反
対
の
立
場
か
ら
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
曇
鴬
が
「
三
論
と
仏
性
」

を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
こ
と
も
よ
く
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
「
論
註
」
は
、
具
体
的
な
浄
土
の
説
明
と
発
想
の
多
く
を
「
維

摩
経
」
に
依
り
な
が
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
安
楽
浄
土
」
と
い
う
用
語
は
、
「
安
楽
国
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
浄
土
な
の
で
あ
っ

て
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
す
る
仏
・
菩
薩
の
方
便
が
形
を
と
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
す
点
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
見
て

世
親
の
『
願
生
偶
』
を
五
念
門
に
よ
っ
て
解
釈
し
た
点
に
「
論
註
』
の
重
要
性
が
あ
る
と
す
る
と
、
解
義
分
の
「
利
行
満
足
章
」
が
特

に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
何
故
な
ら
、
礼
拝
・
作
願
・
讃
嘆
・
観
察
・
回
向
の
五
念
門
の
完
成
が
、
異
な
る
五
門
を
開
い
て
、
菩

薩
の
自
利
利
他
行
を
完
成
に
導
く
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
異
な
る
五
門
は
通
常
「
五
功
徳
門
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
も
の
の

功
徳
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
「
浄
土
」
の
問
題
で
あ
る
と
言
う
事
も
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
の
五
念
門
と
五
功
徳
門
の
関
係
を
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
『
論
註
」
理
解
の
中
心
を
占
め
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
利
行
満
足
章
」
は
、
『
論
註
』
の
末
後
に
位
置
し
て
い

る
の
で
、
初
め
に
そ
れ
を
導
く
論
理
の
展
開
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。

⑰

『
論
註
」
下
巻
の
構
造
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
初
め
に
十
章
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
十
章
と
偶
頌
の
対
応
関
係
を
み
て
み
る
と
、
「
願

生
偶
』
第
五
句
目
の
「
観
彼
世
界
相
」
か
ら
四
六
句
目
の
「
示
仏
法
如
仏
」
ま
で
が
第
三
「
観
察
体
相
章
」
に
相
当
し
、
そ
れ
ら
は
、
通

常
「
帰
敬
偶
」
と
称
さ
れ
る
冒
頭
の
四
句
一
喝
と
、
通
常
「
流
通
偶
」
と
称
さ
れ
る
末
後
の
一
偶
に
は
さ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従

っ
て
こ
の
十
章
は
、
『
願
生
偶
」
を
単
に
逐
語
的
に
解
釈
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
帰
敬
偶
」
と
「
流
通
偶
」
と

「
浄
土
の
観
察
」
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点
が
、
解
義
分
の
十
章
の
構
造
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
、
当
面
す
る
課

。
○

よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
力

四
、
大
乗
の
入
出
口
（
浄
土
）
と
維
摩
詰
の
関
係
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題
は
、
第
十
「
利
行
満
足
章
」
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
の
観
察
が
ど
の
よ
う
な
世
界
を
開
く
の
か
と
い
う
問
題
と
し
て
こ
れ
を
考
え
て
み
た

い
。
中
観
に
深
い
理
解
を
示
す
曇
鶯
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
十
門
が
順
序
次
第
し
て
説
か
れ
て
い
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
れ
を
時

間
的
な
順
序
と
し
て
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
間
的
な
順
序
で
は
な
く
願
生
心
・
菩
提
心
の
構
造
が
十
の
観
点
に
従
っ
て
示

さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
四
「
浄
入
願
心
章
」
か
ら
第
十
「
利
行
満
足
章
」
ま
で
は
、
浄
土

に
生
ま
れ
る
事
の
功
徳
が
構
造
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
門
は
「
浄
入
願
心
」
、
第
九
門
は
「
願
事
成
就
」
と

名
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
願
生
心
の
始
．
終
に
あ
た
る
。
そ
れ
故
「
利
行
満
足
」
を
開
く
直
接
的
な
根
拠
は
、
第
五
・
六
・

七
・
八
門
に
説
か
れ
る
願
生
心
の
中
味
で
あ
る
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
事
は
、
結
局
「
菩
薩
の
回
向
」
と
「
自

利
利
他
」
の
関
係
で
あ
る
と
言
う
事
が
で
き
よ
う
。
諸
法
の
真
実
相
を
知
る
（
Ⅱ
智
慧
）
と
は
衆
生
に
対
す
る
慈
悲
と
如
来
に
対
す
る
帰

依
と
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
菩
薩
の
方
便
で
あ
る
（
第
五
「
善
巧
摂
化
章
」
）
。
従
っ
て
智
慧
と
慈
悲
と
方
便
の
完
成
が
菩
提
の
完

成
で
あ
る
（
第
六
「
障
菩
提
門
章
」
、
第
七
「
順
菩
提
門
章
」
）
。
菩
薩
の
般
若
波
羅
蜜
の
完
成
と
は
こ
の
三
を
備
え
る
こ
と
で
あ
る
（
第
八
「
名

義
摂
対
章
」
）
。
つ
ま
り
、
こ
の
般
若
波
羅
蜜
の
完
成
が
「
利
行
の
満
足
」
の
根
拠
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
善
巧
摂
化
章
」
か
ら

「
名
義
摂
対
章
」
に
い
た
る
一
連
の
展
開
が
、
ま
さ
し
く
「
維
摩
経
」
の
構
造
そ
の
も
の
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

曇
鶯
は
、
「
名
義
摂
対
章
」
の
中
で
、

智
慧
と
方
便
と
は
是
れ
菩
薩
の
父
母
な
り
。
（
真
聖
全
一
、
三
四
二
）

と
言
う
が
、
こ
れ
は
「
維
摩
経
」
「
仏
道
品
」
で
維
摩
詰
が
、
普
現
色
身
菩
薩
に
語
っ
た
偶
頌
の
冒
頭
で
あ
る
（
次
頁
参
照
）
。
こ
の
対
告

衆
が
「
普
現
色
身
」
と
い
う
名
を
持
つ
こ
と
も
、
菩
薩
の
回
向
を
窺
う
上
で
重
要
で
あ
る
が
、
今
は
「
維
摩
経
」
の
文
脈
に
お
け
る
仏
道

品
の
位
置
に
も
う
少
し
注
目
し
て
み
た
い
。
「
維
摩
経
」
は
上
中
下
三
巻
か
ら
な
る
が
、
各
巻
が
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
持
っ
て
展
開
し

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理
由
は
、
上
巻
の
初
め
の
「
仏
国
口
座
に
は
維
摩
詰
が
登
場
せ
ず
、
中
巻
の
始
ま
り
が
「
問
疾

品
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
下
巻
の
始
ま
り
は
「
香
積
仏
品
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
事
と
関
係
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「
仏
道
品
」
は
中
巻
の
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末
後
の
「
入
不
二
法
門
品
」
の
前
に
位
置
し
て
い
る
。
上
巻
は
ま
ず
、
「
仏
国
品
」
が
説
か
れ
た
後
、
「
方
便
品
」
に
維
摩
詰
が
登
場
し
、

「
弟
子
品
」
「
菩
薩
品
」
は
説
者
と
維
摩
詰
の
対
論
を
通
し
て
維
摩
詰
の
智
慧
の
大
き
さ
を
表
す
こ
と
が
一
連
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
中
巻

Ｉ
⑬

は
、
維
摩
詰
と
文
殊
師
利
の
対
話
に
よ
っ
て
ま
ず
「
問
疾
品
」
が
説
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
テ
ー
マ
は
菩
薩
行
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず

⑳

菩
薩
道
に
つ
い
て
の
誤
解
が
「
有
疾
の
菩
薩
」
の
行
と
し
て
示
さ
れ
、
菩
薩
は
凡
夫
の
よ
う
に
有
に
は
住
し
な
い
し
、
声
聞
の
よ
う
に
無

に
も
住
し
な
い
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
も
の
は
「
方
便
」
で
あ
る
と
言
い
、
結
論
的
に
次
の
よ
う
に
説
く
。

生
死
に
在
り
て
汚
行
と
為
ら
ず
、
浬
梁
に
住
し
て
永
滅
度
せ
ず
、
是
れ
菩
薩
行
な
り
。
（
大
正
Ｍ
・
五
四
五
ｂ
）

次
の
「
不
思
議
品
」
の
テ
ー
マ
は
「
不
可
思
議
解
脱
」
で
あ
り
、
諸
仏
菩
薩
は
こ
の
解
脱
に
住
し
て
「
須
弥
山
を
芥
子
粒
に
入
れ
、
四
大

⑩

海
を
毛
孔
に
入
れ
る
」
と
い
う
表
現
な
ど
を
用
い
て
「
解
脱
」
の
内
景
世
界
が
説
か
れ
る
。
次
の
「
観
衆
生
品
」
で
は
、
ま
ず
「
菩
薩
は

衆
生
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
衆
生
が
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
慈
悲
行
と
の
関
係
が
説
か
れ
る
。

こ
れ
は
、
「
七
地
沈
空
の
難
」
と
言
わ
れ
る
菩
薩
の
最
大
の
課
題
に
答
え
る
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
一
人
の
天

女
が
登
場
し
て
舎
利
弗
と
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、
こ
の
天
女
が
大
菩
薩
で
あ
る
事
が
示
さ
れ
、
最
後
に
、

是
の
天
女
は
、
已
に
曾
て
九
十
二
億
の
仏
を
供
養
し
已
り
、
能
く
菩
薩
の
神
通
に
遊
戯
し
、
所
願
具
足
し
て
無
生
忍
を
得
て
不
退
転

に
住
す
。
本
願
を
以
て
の
故
に
意
に
随
い
て
能
く
現
じ
て
衆
生
を
教
化
す
。
（
大
正
Ｍ
・
五
四
八
Ｃ
）

と
結
ぶ
。
要
す
る
に
、
「
観
衆
生
品
」
は
菩
薩
の
智
慧
と
慈
悲
の
関
係
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
の
「
仏
道
品
」
は
、
菩
薩
が

仏
道
に
通
達
す
る
事
が
テ
ー
マ
で
あ
り
、
有
名
な
「
汚
泥
華
」
の
噸
え
が
説
か
れ
る
。
こ
の
瞼
え
は
、
菩
薩
が
無
為
法
を
見
て
滅
度
を
取

れ
ば
そ
れ
は
仏
道
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
論
と
し
て
維
摩
詰
が
説
く
偶
の
冒
頭
が
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

智
度
は
菩
薩
の
母
な
り
、
方
便
は
以
て
父
と
す
、
一
切
衆
の
導
師
は
、
是
に
由
り
て
生
ぜ
ざ
る
こ
と
無
し
。
（
大
正
Ｍ
・
五
四
九
ｃ
）

曇
鶯
が
「
名
義
摂
対
章
」
で
引
用
す
る
「
仏
道
品
」
の
こ
の
偶
頌
は
、
「
問
疾
品
（
菩
薩
行
Ⅱ
智
慧
と
方
便
と
「
不
思
議
品
（
菩
薩
行
の

成
就
と
し
て
の
解
脱
）
」
「
観
衆
生
品
（
智
慧
と
慈
悲
）
」
を
大
き
く
ま
と
め
る
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
中
巻
末
に
「
入

QQ
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以
上
、
曇
鴬
の
思
想
的
な
背
景
と
『
論
註
」
の
具
体
的
な
記
述
を
中
心
に
、
『
維
摩
経
』
と
の
関
係
を
考
え
て
き
た
。
紙
数
の
都
合
も

あ
り
、
基
本
的
な
問
題
を
指
摘
し
た
の
み
で
あ
る
。
曇
鶯
に
と
っ
て
『
維
摩
経
』
は
、
教
科
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

、
、

⑬

そ
の
教
科
書
を
基
盤
と
し
て
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
と
五
念
門
を
説
く
世
親
の
『
浄
土
論
」
に
出
会
い
、
「
普
共
諸
衆
生
」
の
呼
び
か
け
が

自
分
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
気
づ
い
た
こ
と
が
、
曇
鶯
の
仏
道
の
出
発
点
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
論
註
」
上
巻
末
の
八
番
問
答
や
、

、
、

⑭

『
讃
阿
弥
陀
仏
偶
」
に
何
度
も
「
願
共
諸
衆
生
」
と
繰
り
返
す
事
が
、
こ
の
点
を
良
く
物
語
っ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
来
る
と
、

『
論
註
」
の
説
く
浄
土
の
教
理
は
何
か
特
別
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
立
論
の
基
盤
は
極
め
て
強
い
自
覚
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
概
説
的
・
一
般
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

不
二
法
門
品
」
を
開
い
て
解
脱
の
内
景
を
示
し
、
下
巻
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
下
巻
で
は
、
ま
ず
娑
婆
世
界
と
異
な
る
香
積
仏
国
の
様
子

＠

を
示
し
（
「
香
積
仏
品
」
）
、
仏
事
の
あ
り
方
は
仏
国
土
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
か
ら
「
有
為
を
尽
く
さ
ず
、
無
為
に
住
せ
ざ
る
」
事
が
解
脱

で
あ
る
と
教
え
（
「
菩
薩
行
品
」
）
、
「
阿
間
仏
品
」
に
至
っ
て
、
維
摩
詰
が
「
無
動
仏
の
妙
喜
国
」
か
ら
こ
の
娑
婆
世
界
に
来
生
し
た
大
菩

⑫

薩
で
あ
る
事
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
舎
利
弗
は
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
次
の
よ
う
に
歎
ず
る
の
で
あ
る
。

未
曾
有
な
り
、
世
尊
。
是
の
人
、
乃
ち
能
く
清
浄
土
を
捨
て
て
而
し
て
来
り
て
此
の
怒
害
多
き
処
を
楽
う
。
（
大
正
Ｍ
・
五
五
五
ｂ
）

こ
こ
に
至
っ
て
、
上
巻
「
仏
国
品
」
か
ら
中
巻
「
入
不
二
品
」
ま
で
は
釈
迦
仏
の
国
土
で
維
摩
詰
が
種
々
に
衆
生
を
教
化
す
る
様
子
と
そ

の
理
由
（
Ⅱ
還
相
回
向
の
菩
薩
と
し
て
の
維
摩
詰
）
、
下
巻
は
そ
の
維
摩
詰
の
本
地
を
明
か
す
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
『
論
註
」
解
義
分
の
後
半
は
、
『
維
摩
経
』
の
構
造
に
従
っ
て
「
論
」
を
解
釈
し
た
も
の
と
言
え
る
よ
う
に
思

う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
維
摩
詰
の
具
体
的
な
姿
を
通
し
て
、
曇
鶯
は
、
回
向
と
入
出
の
問
題
に
気
づ
い
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

糸士
小口

華
一
叩
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こ
う
し
た
点
が
曇
鶯
の
思
想
を
理
解
す
る
場
合
の
難
し
さ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
大
乗
仏
教
の
原
点
に
立
っ
て
そ
の
著
作
の
独

自
性
を
読
み
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

註①
本
稿
で
は
曇
鶯
撰
述
の
三
書
と
世
親
の
『
浄
土
論
』
の
典
拠
を
便
宜
上
『
真
宗
聖
教
全
書
」
（
真
聖
全
と
略
称
）
第
一
巻
所
収
の
も
の
と
し
た
。

②
巻
第
六
所
収
（
大
正
別
・
四
七
○
ａ
～
Ｃ
）

③
巻
下
「
引
現
得
往
生
人
相
貌
」
所
収
（
大
正
奴
．
九
七
Ｃ
～
八
ａ
）

④
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
野
上
俊
静
著
「
中
国
浄
土
三
柤
伝
」
（
文
栄
堂
、
昭
和
四
五
年
）
一
二
頁
以
下
参
照
。

⑤
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
一
（
大
正
印
．
四
二
八
ａ
～
九
Ｃ
）
参
照
。

⑥
註
⑤
の
菩
提
流
支
伝
（
四
二
八
Ｃ
～
九
ａ
）
参
照
。

⑦
註
⑤
の
菩
提
流
支
伝
（
四
二
九
ｂ
）
参
照
。

⑧
註
⑤
の
菩
提
流
支
伝
（
四
二
九
ａ
）
参
照
。

⑨
横
超
慧
日
編
『
北
魏
仏
教
の
研
究
」
（
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
四
五
年
）
所
収
の
横
超
慧
日
稿
「
北
魏
仏
教
の
基
本
的
課
題
」
四
十
地
経
論
研
究

の
興
隆
（
三
五
～
四
五
頁
）
参
照
。

⑩
織
田
顕
祐
稿
弓
起
信
論
』
の
如
来
蔵
説
と
法
蔵
の
如
来
蔵
縁
起
宗
に
つ
い
て
」
含
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
七
○
号
、
一
九
九
九
年
）
三
「
義
記
』

以
前
の
思
想
史
的
な
背
景
に
つ
い
て
（
二
六
～
三
○
頁
）
参
照
。

⑪
織
田
顕
祐
稿
「
複
礼
の
「
真
妄
頌
」
と
法
蔵
の
「
縁
起
」
理
解
」
（
「
禅
学
研
究
』
特
別
号
、
二
○
○
五
年
）
参
照
。

⑫
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
二
一
（
大
正
印
．
六
○
七
ｂ
～
八
Ｃ
）
参
照
。

⑬
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
八
（
大
正
別
．
四
八
五
ａ
～
六
ａ
）
参
照
。

⑭
慧
光
の
四
宗
判
は
『
法
華
玄
義
」
巻
第
十
上
（
大
正
調
．
八
○
一
ｂ
）
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
内
容
の
も
の
が
夛
教
章
」
（
大
正
妬
・
四

八
○
ｂ
～
Ｃ
）
「
探
玄
記
』
（
大
正
弱
．
二
一
ａ
）
に
大
桁
法
師
の
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
四
宗
判
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
織
田
顕
祐
槁

「
華
厳
一
乗
思
想
の
成
立
史
的
研
究
ｌ
地
論
宗
教
判
史
よ
り
見
た
智
傭
の
教
学
ｌ
」
二
華
厳
学
研
究
」
第
二
号
、
一
九
八
八
年
）
第
三
章
第
三

節
二
四
宗
判
の
成
立
と
仏
陀
三
蔵
の
思
想
（
一
三
一
～
一
三
七
頁
）
参
照
。
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⑳⑳ ⑳
大
正
９
（
Ｍ
二
七
二
）

⑳
横
超
前
掲
書
四
五
頁
差

⑳
北
魏
の
宣
武
帝
が
諸
桶

一
維
摩
経
』
を
講
じ
た
一
‐

号
、
一
九
五
四
年
）
参
昭

⑳
世
親
に
『
維
摩
経
」
の

天
親
、
方
に
大
乗
論

⑳⑲⑬⑰⑯⑮⑳
と
あ
る
に
よ
る

１
と
子
の
う
勾
○

と
言
う
こ
と
を
指
す
。

せ
ず
」
と
し
て
、

『
無
量
寿
経
」
巻
上
（
大
正
吃
．
二
六
七
ｂ
～
Ｃ
）
参
照
。

直
接
「
維
摩
経
』
を
引
用
す
る
箇
所
と
し
て
は
、
二
八
七
（
維
摩
の
方
丈
）
、
二
八
九
（
心
浄
土
浄
）
、
二
九
三
（
光
明
が
仏
事
を
為
す
）
、
二
九

大
正
９
（
Ｍ
二
七
二
）
所
而

横
超
前
掲
書
四
五
頁
参
照
。

北
魏
の
宣
武
帝
が
諸
僧
や
朝
臣
に
「
維
摩
経
」
を
講
じ
た
こ
と
が
「
魏
書
』
巻
八
に
見
え
、
ま
た
菩
提
流
支
を
大
い
に
外
護
し
た
侍
中
‐
崔
光
が

維
摩
経
』
を
講
じ
た
こ
と
が
同
じ
く
「
魏
書
』
巻
六
七
に
見
え
る
。
こ
の
点
は
野
上
俊
静
槁
「
北
魏
の
菩
提
流
支
に
つ
い
て
」
（
『
大
谷
史
学
』
三

横
超
前
掲
稲
の
「
六
北
魏
仏
教
の
概
観
」
（
六
○
頁
）
参
照
。

巻
第
六
（
大
正
弱
．
五
四
一
ａ
）

野
上
前
掲
書
三
六
～
三
七
頁
参
照
。

野
上
前
掲
害
三
八
～
四
六
頁
参
照
。

「
優
婆
提
舎
」
を
釈
し
て
、
一
人
の
女
性
が
母
と
呼
ば
れ
た
り
妹
と
呼
ば
れ
る
例
を
挙
げ
て
、
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
よ
う
と
も
「
女
の
大
体
を
失

註
⑭
参
照
。

『
開
元
録
」
第
六
に
『
李
廓
録
」
の
記
述
を
紹
介
し
て
、

三
蔵
法
師
留
支
の
房
内
に
は
経
論
の
梵
本
万
甲
有
る
べ
し
。
（
大
正
弱
．
五
四
二
ａ
）

此
の
云
う
所
の
論
も
亦
是
の
如
し
。
（
真
聖
全
一
、
二
八
○
）

維
摩
経
」
の
論
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
婆
薮
樂
豆
法
師
伝
』
に
、

方
に
大
乗
論
を
造
り
て
諸
大
乗
経
を
解
釈
す
。
華
厳
浬
檗
法
華
般
若
維
摩
勝
雲
等
の
諸
大
乗
経
論
は
悉
く
是
れ
法
師
の
所
造
な
り

司下
ノノI

収
0

（
大
正
印
．
一
九
一
ａ
）
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七
（
声
聞
は
実
際
を
証
と
為
す
）
、
二
九
九
（
五
受
陰
は
空
で
あ
る
）
、
三
○
二
（
あ
る
如
来
の
言
語
に
よ
る
説
法
）
、
三
○
六
（
不
動
に
し
て
諸
仏

国
土
に
至
る
）
、
三
○
六
（
仏
土
に
浄
椴
を
見
ず
）
、
三
○
六
（
法
の
供
養
）
、
三
○
七
（
清
浄
土
を
捨
て
て
仏
法
僧
無
き
所
に
至
る
）
以
上
上
巻
。

三
一
二
・
三
二
二
・
三
二
三
・
三
二
四
（
種
々
仏
事
）
、
三
二
五
（
諸
天
宝
器
・
足
指
按
地
）
、
三
二
六
（
須
弥
を
芥
子
に
入
れ
、
毛
孔
に
大
海
を
納

む
）
、
三
三
五
（
泥
泥
華
の
職
）
、
三
三
五
（
紹
隆
三
宝
）
、
三
三
五
（
僧
肇
「
維
摩
詰
経
序
』
）
、
三
四
二
（
智
慧
と
方
便
）
、
三
四
五
（
度
無
所
度
）
、

三
四
六
（
入
不
二
法
門
）
以
上
下
巻
、
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
「
浄
入
願
心
章
」
（
真
聖
全
一
、
三
三
七
）

⑳
「
荘
厳
妙
声
功
徳
成
就
」
を
釈
す
る
中
の
文
。
（
真
聖
全
一
、
二
九
三
）

⑳
軽
重
を
問
わ
ず
「
浄
土
」
を
述
べ
る
箇
所
を
抜
き
出
し
て
み
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
仏
国
品
」
（
省
略
）
、
「
弟
子
品
」
（
五
四
二
ａ
）
、
「
観
衆

生
品
」
（
五
四
八
ｂ
）
、
「
仏
道
品
」
（
五
五
○
ａ
）
、
「
香
積
仏
品
」
（
五
五
三
ａ
、
ｂ
）

⑪
「
菩
薩
行
品
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

若
し
一
切
浄
好
の
仏
土
を
見
る
も
以
て
喜
と
為
さ
ず
、
貧
ら
ず
、
高
ら
ず
。
若
し
一
切
不
浄
の
仏
土
を
見
る
も
以
て
憂
と
為
さ
ず
、
砿
げ
ず
、

没
せ
ざ
る
な
り
．
Ｉ
（
中
略
）
ｌ
諸
仏
如
来
は
功
徳
平
等
に
し
て
衆
生
を
化
せ
ん
が
為
の
故
に
而
も
仏
土
を
現
ず
る
こ
と
同
じ
か
ら
ざ
る

な
り
。
（
大
正
Ｍ
・
五
五
四
ａ
）

⑫
大
正
Ｍ
・
五
五
七
ｂ

⑬
大
正
Ｍ
・
五
三
八
Ｃ

⑨⑳⑲⑱⑰⑳⑳⑭⑬⑫

大大大大真一
正 正正正聖大
14141414全般
．・・・一浬
五 五五五、梁
五 四四四三経
四六四五一一
ChChーここ

大
正
Ⅲ
辛

註
⑰
参
照
。 、

五
四
○
ｆ

五
四
五
ｂ
～
Ｃ
参
肥

五
四
六
ｂ
～
Ｃ

（
南
本
）

一
二
参
照
。

巻
第
八
（
大
正
吃
．
六
五
一
Ｃ
～
二
ｂ
）
参
照
。
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、
「
阿
閼
仏
品
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

是
の
時
、
仏
舎
利
弗
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
国
有
り
、
妙
喜
と
名
づ
く
。
仏
を
無
動
と
号
し
た
て
ま
つ
る
。
是
の
維
摩
詰
は
彼
の
国
に
於
て
没
し

て
来
り
て
此
に
生
ず
る
な
り
と
。
（
大
正
Ｍ
・
五
五
五
ｂ
）

⑬
「
浄
土
論
」
回
向
頌
の
末
後
の
句
。
（
真
聖
全
一
、
二
七
○
）

、
、
、

、
、

⑭
『
讃
阿
弥
陀
仏
偶
」
は
一
貫
し
て
「
願
く
は
共
に
」
と
繰
り
返
す
が
、
こ
れ
は
世
親
に
「
普
く
共
に
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
た
こ
と
へ
の
応
答
を
表

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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