
最
初
に
、
本
稿
樟

く
こ
と
に
し
よ
う
。

法
相
唯
識
の
特
徴
的
な
教
義
で
あ
る
五
姓
各
別
説
に
は
、
二
つ
の
理
論
的
根
拠
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
『
成
唯
識
論
」
に
説
か
れ
る

「
本
有
無
漏
種
子
説
」
で
、
こ
れ
は
五
姓
の
区
別
を
規
定
す
る
「
種
姓
碕
○
目
）
」
の
概
念
を
、
「
個
々
の
有
情
の
阿
頼
耶
識
に
本
来
的
に

依
附
し
て
存
続
し
て
い
る
、
無
漏
智
の
因
縁
た
る
無
漏
種
子
」
と
し
て
解
釈
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
他
方
、
も
う
一
つ
の
根
拠
と
し
て
挙

げ
ら
れ
る
の
が
、
『
仏
地
経
論
」
に
説
か
れ
る
「
二
界
無
尽
説
」
で
あ
る
。

仏
教
学
に
お
い
て
五
姓
各
別
説
を
扱
う
場
合
、
普
通
に
は
前
者
の
考
え
方
を
検
証
す
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
い
わ
け
で
あ
る
が
、
本
稿

で
は
、
後
者
の
「
二
界
無
尽
説
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
姓
各
別
説
の
も
つ
思
想
的
意
義
を
改
め
て
考
え
る
契
機
と
し
た
い

Ｌ
」
田
凹
為
ノ
○

本
稿
に
お
い
て
主
要
テ
キ
ス
ト
と
な
る
「
仏
地
経
論
」
が
、
ど
の
よ
う
な
背
景
を
も
っ
た
論
害
で
あ
る
の
か
を
整
理
し
て
お

『
仏
地
経
論
」
の
二
界
無
尽
説
に

は
じ
め
に

｜
、
一
仏
地
経
論
』
に
つ
い
て

ぎつ

い

て

坂
井
祐

円
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『
仏
地
経
論
」
と
は
、
仏
陀
の
究
極
的
な
境
界
（
す
な
わ
ち
、
仏
身
・
仏
土
）
を
説
示
す
る
唯
識
思
想
系
統
の
経
典
『
仏
地
経
」
の
注

釈
書
で
あ
る
。
こ
の
『
仏
地
経
」
の
注
釈
に
は
、
現
存
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
漢
訳
の
「
仏
地
経
論
」
（
七
巻
、
親
光
等
造
、
玄
英
訳
）

の
他
に
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
『
仏
地
経
解
説
』
（
戒
賢
造
、
訳
者
不
明
）
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
本
の
異
同
に
関
し
て
は
、
西
尾
京
雄
氏
に
よ
る

①

詳
細
な
先
行
研
究
が
あ
り
、
こ
れ
に
依
る
と
、
二
本
は
釈
相
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
か
ら
同
一
の
原
典
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
る
こ
と
が

推
定
さ
れ
る
が
、
た
だ
し
、
漢
訳
は
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
二
倍
以
上
の
分
量
が
あ
る
た
め
、
漢
訳
に
お
い
て
は
、
翻
訳
者
に
よ
っ
て
い
か
に
付

②

加
・
増
広
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

そ
も
そ
も
漢
訳
の
『
仏
地
経
論
」
は
、
玄
英
三
蔵
（
六
○
二
’
六
六
四
）
に
よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
論
害
の
訳
出
に

お
い
て
特
筆
す
べ
き
点
は
、
そ
の
著
者
を
記
載
す
る
に
際
し
て
、
「
等
」
の
一
宇
を
も
っ
て
複
数
の
著
者
を
予
想
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

③

玄
檗
の
訳
出
し
た
仏
典
の
総
計
は
七
五
部
一
三
四
○
巻
に
も
の
ぼ
る
が
、
そ
の
中
で
著
者
の
記
載
に
「
等
」
を
つ
け
た
諭
書
は
、
①
五
百

大
阿
羅
漢
等
造
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
」
（
二
○
○
巻
）
、
②
最
勝
子
等
造
「
琉
伽
師
地
論
釈
」
（
一
巻
）
、
③
親
光
菩
薩
等
造
『
仏
地
経

論
』
（
七
巻
）
、
④
護
法
菩
薩
等
造
『
成
唯
識
論
」
（
一
○
巻
）
、
の
わ
ず
か
に
四
本
の
み
で
あ
る
。

④

こ
の
中
、
④
の
「
成
唯
識
論
」
に
関
し
て
は
、
「
等
」
が
付
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
の
明
確
な
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
合
操
」
と
い
う
編
纂
的
翻
訳
方
法
で
あ
る
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
当
初
、
玄
英
は
「
唯
識
三
十
頌
」
に
対
す
る
十

大
論
師
の
注
釈
を
す
べ
て
訳
出
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
は
後
学
の
者
が
ど
の
注
釈
を
正
し
い
拠
り
所
と
す
る
べ
き
か
を
巡
っ
て

混
乱
を
招
く
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
弟
子
の
慈
恩
基
（
六
三
二
’
六
八
二
）
の
進
言
に
よ
っ
て
、
論
師
の
一
人
で
あ
る
護
法
ｅ
盲
目
ｇ
凹
幽
五

三
○
’
五
六
一
）
の
説
を
中
心
に
据
え
て
、
適
宜
、
他
の
論
師
の
説
を
編
入
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
合
操
と
い
う
翻
訳
方
法
は
他
の
三
本
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
①
。
②
に
関
し
て
言
え
ば
、
対

応
す
る
梵
語
原
典
や
蔵
訳
に
よ
っ
て
、
合
操
と
い
う
方
法
を
用
い
て
は
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
残
る
③
の
「
仏
地
経
論
」
に
関
し

て
は
、
全
く
記
録
が
な
い
た
め
明
言
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
し
、
論
旨
の
進
め
方
が
、
「
成
唯
識
論
」
と
同
様
に
、
い
く
つ
か
の
「
有
義
」
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以
上
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
て
、
近
年
で
は
、
「
仏
地
経
論
」
と
『
成
唯
識
論
』
と
の
二
論
書
が
、
実
は
、
玄
葵
が
自
ら
術
築
し
た

学
説
を
表
明
す
る
た
め
に
、
親
光
・
護
法
の
名
の
も
と
に
編
蟇
的
に
著
作
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
大
胆
な
仮
説
を
提
唱
す
る
学
者

⑥

も
出
て
き
て
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
そ
こ
ま
で
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
玄
葵
が
こ
の
二
論
害
の
翻
訳
に
当
た
っ
て
、

梵
語
原
典
を
忠
実
に
翻
訳
し
た
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
図
を
も
っ
て
加
筆
や
修
正
を
行
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
次
よ
り
、
二
界
無
尽
説
の
原
文
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
こ
う
し
た
観
点
を
常
に
念
頭
に
置
き
な
が
ら
考
察
を
進
め
て
い
き
た

い
し
」
田
い
つ
○

論
」
に
お
い

と
が
わ
か
つ

を
提
示
し
て
そ
の
中
か
ら
正
義
の
説
を
判
定
す
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
こ
と
、
戒
賢
（
図
画
与
己
愚
五
二
九
’
六
四
五
）
の
釈
が
正

義
で
は
な
い
と
し
て
も
あ
る
程
度
忠
実
に
編
入
さ
れ
て
い
る
形
跡
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
か
ら
、
こ
の
諭
吉
も
ま
た
合
操
訳
と
い
う
方
法
を

用
い
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
近
代
に
な
っ
て
安
慧
命
昏
３
日
目
四
七
○
’
五
五
○
）
の
『
唯
識
三
十
論
釈
」
阜
言
寒
冒
慧
暑
慧
冨
避
亀
が
発
見
さ
れ
て

以
来
、
こ
の
合
操
訳
と
い
う
伝
承
そ
れ
自
体
の
信
痘
性
に
疑
問
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
『
成
唯
識

論
」
に
お
い
て
安
慧
の
説
と
し
て
提
示
さ
れ
る
見
解
と
、
梵
本
の
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ
ィ
の
注
釈
の
内
容
と
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
こ

２

原
文
は
、
内
容
上
、
大
き
く
三
段

こ
と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず

で
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 ⑤

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

二
、
原
文
内
容
の
検
討

三
段
（
１
）
Ｉ
（
３
）
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
の
第
二
段
は
さ
ら
に
四
つ
①
Ｉ
④
に
分
け
る

ま
ず
原
文
の
書
き
下
し
を
各
々
表
記
し
、
そ
の
上
で
各
項
目
ご
と
に
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
、
と
い
う
手
順
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「
尽
虚
空
性
・
窮
未
来
際
」
と
は
、
世
尊
の
無
尽
究
寛
の
殊
勝
功
徳
を
顕
示
す
。
謂
く
、
虚
空
の
常
に
し
て
窮
尽
無
き
が
如
く
、
諸
仏

の
法
界
の
起
こ
さ
る
る
功
徳
も
亦
復
た
是
の
如
し
。
窮
尽
無
き
が
故
に
。
未
来
際
に
有
尽
の
期
無
き
が
如
く
、
一
切
有
情
を
利
楽
し
て
加

行
す
る
こ
と
休
息
無
き
が
故
に
。
諸
仏
の
功
徳
を
性
と
為
す
は
是
れ
常
に
し
て
無
尽
な
り
。
究
寛
を
性
と
為
す
は
こ
れ
無
常
な
る
も
相
続

し
て
断
ぜ
ず
。
無
尽
・
究
寛
は
定
ん
で
説
く
べ
か
ら
ず
。
仏
の
法
身
・
清
浄
法
界
の
理
性
の
功
徳
、
性
は
是
れ
常
な
る
を
以
て
の
故
に
、

受
用
・
変
化
の
二
身
の
功
徳
、
性
は
無
常
な
る
と
雌
も
断
尽
無
き
が
故
に
、
無
尽
・
究
寛
な
り
。

Ｇ

『
仏
地
経
論
」
が
二
界
無
尽
説
を
表
明
す
る
の
は
、
「
仏
地
経
」
の
初
め
に
説
か
れ
る
仏
徳
讃
歎
の
経
文
の
末
尾
の
一
句
「
尽
虚
空
性

窮
未
来
際
」
に
対
す
る
解
釈
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
仏
徳
讃
歎
の
経
文
は
、
「
仏
の
二
十
一
種
の
殊
勝
功
徳
」
を
説
き
明
か
す
一
段
と

し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
一
段
は
、
全
体
を
二
十
一
種
の
殊
勝
功
徳
に
区
分
し
た
解
釈
と
、
一
種
の
総
句
と
二
十
種
の
別
句

と
に
分
け
た
解
釈
と
の
、
二
類
の
解
釈
に
分
か
れ
て
い
る
。
「
尽
虚
空
性
・
窮
未
来
際
」
と
い
う
一
文
は
二
種
の
殊
勝
功
徳
に
分
割
し
て

捉
え
ら
れ
て
お
り
、
前
半
の
解
釈
で
は
二
十
番
目
と
二
十
一
番
目
の
殊
勝
功
徳
に
、
後
半
の
解
釈
で
は
別
句
の
十
九
番
目
と
二
十
番
目
の

殊
勝
功
徳
に
、
そ
れ
ぞ
れ
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
半
の
解
釈
で
は
、
「
尽
虚
空
性
」
を
自
利
の
無
尽
功
徳
、
「
窮
未
来
際
」
を
利
他

の
無
尽
功
徳
と
捉
え
、
後
半
の
解
釈
で
は
、
「
尽
虚
空
性
」
を
無
尽
功
徳
、
「
窮
未
来
際
」
を
究
寛
功
徳
と
捉
え
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
挙
げ
た
二
界
無
尽
説
の
原
文
は
、
そ
の
後
半
の
解
釈
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
第
一
段
で

は
、
単
に
殊
勝
功
徳
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
だ
け
で
、
二
界
無
尽
説
そ
の
も
の
は
ま
だ
展
開
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
段
に
お

い
て
重
要
な
こ
と
は
、
無
為
の
仏
の
法
身
す
な
わ
ち
清
浄
法
界
の
無
尽
性
が
、
受
用
身
・
変
化
身
と
い
う
究
寛
の
利
他
功
徳
と
い
う
形
を

と
っ
て
有
為
の
有
情
界
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
い
う
構
造
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
二
界
無
尽
説
へ
と
展
開
す
る
た
め
の
基
本
構
造
を
は
っ
き

り
と
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
二
界
無
尽
説
の
二
界
と
は
、
こ
こ
で
い
う
清
浄
法
界
と
有
情
界
と
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で

ヘ
ノ

ー
１
』
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こ
こ
で
初
め
て
二
界
無
尽
説
の
要
点
が
説
き
示
さ
れ
る
。
こ
の
文
脈
を
追
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
べ
て
の
如
来
は
、
有

情
が
般
浬
梁
に
入
っ
て
成
仏
す
る
こ
と
を
願
っ
て
、
利
他
の
功
徳
を
起
こ
す
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
す
べ
て
の
有
情

が
尽
く
般
浬
梁
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
、
諸
仏
の
利
他
功
徳
の
は
た
ら
き
は
も
は
や
必
要
が
な
く
な
る
の
で
尽
き
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
仏
の
清
浄
法
界
が
無
尽
で
あ
り
そ
の
利
他
功
徳
が
究
寛
で
あ
る
と
す
る
『
仏
地
経
』
の
経
文
内
容
と
矛
盾
す
る

有
情
界
が
無
尽
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
清
浄
法
界
よ
り
は
た
ら
き
出
る
利
他
功
徳
も
ま
た
無
尽
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う

に
し
て
有
情
界
が
無
尽
で
あ
る
と
証
明
で
き
る
の
か
。
そ
こ
で
提
出
さ
れ
る
の
が
「
五
姓
各
別
説
」
で
あ
る
。
法
爾
に
由
っ
て
無
始
の
時

よ
り
す
べ
て
の
有
情
は
五
つ
の
種
姓
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
般
浬
梁
す
る
こ
と
の
な
い
第
五
の
無
有
出
世
功
徳
種
姓
が

（
２
）
ｌ
①

一
切
の
如
来
は
本
よ
り
弘
願
を
発
し
、
有
情
の
為
の
故
に
大
菩
提
を
求
む
る
も
、
若
し
諸
の
有
情
尽
く
滅
度
を
得
ば
、
爾
の
時
諸
仏
の

有
為
の
功
徳
は
何
ん
ぞ
断
滅
せ
ざ
る
や
。
諸
の
有
情
界
の
一
切
尽
く
滅
度
有
る
こ
と
無
き
時
、
故
の
佛
の
功
徳
も
断
滅
有
る
こ
と
無
し
。

所
以
は
何
ん
。
法
爾
に
由
る
が
故
に
、
無
始
の
時
よ
り
来
た
一
切
の
有
情
に
五
種
性
有
り
。
一
は
声
聞
種
性
、
二
は
独
覚
種
性
、
三
は
如

來
種
性
、
四
は
不
定
種
性
、
五
は
無
有
出
世
功
徳
種
性
。
余
の
経
論
に
広
く
其
の
相
を
説
く
が
如
し
。

ち
な
み
に
『
仏
地
経
解
説
」
で
は
、
「
尽
虚
空
性
窮
未
来
際
」
を
一
種
の
殊
勝
功
徳
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の

経
文
を
二
種
の
殊
勝
功
徳
と
し
て
捉
え
る
『
仏
地
経
論
」
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
配
置
に
は
、
玄
葵
が
三
界
無
尽
説
を
提

出
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
意
図
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
仏
地
経
解
説
」
は
、
当
然
な
が
ら
、
二
界
無
尽
説
に
言

及
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
説
が
玄
英
に
よ
っ
て
意
識
的
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

も
な
l‘］

イワ
士』



存
在
す
る
た
め
に
、
有
情
界
が
尽
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
文
面
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
大
体
以
上
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
中
国
仏
教
に
お
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

⑨

華
厳
学
の
大
成
者
で
あ
る
法
蔵
（
六
四
三
’
七
二
一
）
が
、
こ
う
し
た
見
方
を
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。
法
蔵
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
三
界
無

尽
説
の
前
提
に
は
、
有
情
界
に
お
け
る
個
体
の
総
数
が
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
も
し
す
べ
て
の
有
情
が
成
仏
す
る
と
な
る
と
、

有
情
が
成
仏
し
て
い
け
ば
そ
れ
だ
け
有
情
界
の
総
数
も
減
少
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
は
必
然
的
に
有
情
の
数
が
尽
き
る
と

き
が
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
論
法
が
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。
華
厳
学
の
伝
統
で
は
、
こ
の
解
釈
に
則
っ
て
、
有
情
界
の
総
数
が
減
少
す

、
、

る
と
そ
の
分
だ
け
逆
に
清
浄
法
界
の
総
数
が
増
加
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
考
え
方
を
「
二
界
増
減
説
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
そ
こ
で

法
蔵
は
「
不
増
不
滅
経
」
の
所
説
を
根
拠
と
し
て
盛
ん
に
こ
れ
を
論
破
し
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。
い
わ
く
、
有
情
界
は
原
理
上
増
減

す
る
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
有
情
界
と
は
、
清
浄
法
界
の
理
体
を
根
拠
と
し
て
生
起
す
る
事
相
（
仮
象
）
に
他
な
ら
ず
、

従
っ
て
、
有
情
界
の
数
が
増
え
た
り
減
っ
た
り
す
る
と
し
て
実
体
的
に
捉
え
る
こ
と
な
ど
邪
見
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
で
は

ま
た
、
有
情
界
と
清
浄
法
界
と
が
理
事
相
即
し
て
い
て
不
二
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
基
調
と
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
批
判
が
展
開

と
は
い
え
、
「
仏
地
経
論
」
の
「
三
界
無
尽
説
」
の
意
図
は
、
果
た
し
て
こ
う
し
た
法
蔵
の
解
釈
と
次
元
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
ず
、
法
蔵
の
立
場
と
確
実
に
異
な
る
の
は
、
二
界
無
尽
説
が
「
性
相
別
論
」
を
立
場
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
理
事
相
即
の

論
理
で
は
、
清
浄
法
界
は
す
べ
て
の
有
情
に
本
来
的
に
内
在
し
て
お
り
、
有
情
が
自
身
の
本
来
的
な
清
浄
性
に
目
覚
め
る
こ
と
が
成
道
の

基
礎
と
な
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
性
相
別
諭
で
は
、
無
為
法
と
有
為
法
と
を
明
瞭
に
区
別
す
る
こ
と
を
論
理
の
基
本
と
し
て
お
り
、
こ

れ
が
提
出
す
る
成
道
観
で
は
、
清
浄
法
界
よ
り
等
流
せ
る
正
法
（
十
二
部
教
）
を
聞
重
習
す
る
種
子
を
増
上
縁
（
外
縁
）
と
し
、
阿
頼
耶

識
に
依
附
す
る
本
有
無
漏
種
子
を
因
縁
（
内
因
）
と
し
て
、
無
分
別
智
が
生
起
す
る
、
と
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
清
浄
法
界
は
有
情
に

内
在
す
る
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
原
理
と
し
て
外
在
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
は
こ
う
し
た
性
相
別
論
の
論
理
そ
れ
自
体

ま
た
、
有
情
界
と
清
控

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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先
の
項
目
で
は
、
有
情
界
の
狂
省

的
に
言
及
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
の
第
一
段
に
お
い
て
、
「
尽
虚
空
性
・
窮
未
来
際
」
の
経
文
を
二
種
の
殊
勝
功
徳
に
分
け
て
解
釈
し
て
い
る
こ
と
に
触

れ
た
が
、
実
は
こ
の
解
釈
の
意
図
は
、
そ
の
後
に
述
べ
る
二
界
無
尽
説
が
性
相
別
論
を
基
調
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
た
め
で
あ
る

と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
も
し
「
仏
地
経
解
説
」
の
如
く
「
尽
虚
空
性
窮
未
来
際
」
の
文
を
一
種
の
殊
勝
功
徳
と
見
る

な
ら
ば
、
無
為
法
で
あ
る
清
浄
法
界
と
有
為
法
で
あ
る
利
他
功
徳
と
が
混
在
し
て
し
ま
い
、
『
仏
地
経
』
が
理
事
相
即
の
論
理
を
立
場
と

し
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
玄
葵
は
性
相
別
諭
の
立
場
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
意
味
で
、
こ
の

経
文
を
敢
え
て
無
為
の
殊
勝
功
徳
と
有
為
の
殊
勝
功
徳
と
に
峻
別
し
て
解
釈
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

に
批
判
を
加
え
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
性
相
別
論
に
お
け
る
無
為
法
と
有
為
法
と
の
区
別
は
、
存
在
形
式
が
常
（
不
変
）
で

あ
る
か
無
常
（
生
滅
変
化
）
で
あ
る
か
の
相
違
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
存
在
形
式
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
数
量
の
増
減
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
有
情
界
の
個
体
の
総
数
が
限
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
考
え
る
の
は
、
全
く
の
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
有
情
界
が
無
尽
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
法
蔵
の
解
釈
と
は
別
の
観
点
か
ら
考
え
な

言
え
よ
う
。
従
っ
て
、
有
情
界
潅

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
２
）
‐
典
②

分
別
し
て
前
の
四
種
性
を
建
立
す
る
に
、
時
限
無
き
と
雌
も
然
も
畢
寛
じ
て
滅
度
を
得
る
期
有
り
。
諸
仏
の
慈
悲
の
巧
方
便
な
る
が
故

に
。

こ
こ
で
は
無
有
出
世
功
徳
種
姓
以
外
の
四
種
姓
が
ま
と
め
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
四
種
姓
は
い
ず
れ
も
時
期
は
と
も
か
く
必
ず
般
⑲

有
情
界
の
無
尽
性
の
根
拠
と
し
て
五
姓
各
別
説
が
説
か
れ
た
が
、
こ
こ
か
ら
は
そ
れ
ら
五
つ
の
種
姓
に
つ
い
て
具
体



浬
梁
に
入
る
こ
と
が
端
的
に
説
き
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
こ
の
後
に
説
か
れ
る
無
有
出
世
功
徳
種
姓
の
説
明
に
比
べ
る
と
、
あ

ま
り
に
簡
略
で
あ
る
。
実
際
、
他
の
唯
識
論
耆
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
菩
薩
種
姓
と
声
聞
・
独
覚
の
二
種
姓
と
で
は
多
く
の
差
異
が

あ
る
。
例
え
ば
、
「
成
唯
識
論
」
の
本
有
無
漏
種
子
説
に
基
づ
く
五
姓
各
別
説
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
菩
薩
と
声
聞
・
独
覚
と
が
そ
れ

⑩

ぞ
れ
有
す
る
無
漏
種
子
に
は
、
全
分
と
一
分
と
い
う
優
劣
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
修
道
の
果
と
し
て
菩
薩
が
証
得
す
る
の
は
無
住

⑪

処
浬
藥
で
あ
り
、
声
聞
や
独
覚
が
阿
羅
漢
と
な
っ
て
証
得
す
る
無
余
浬
藥
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ

れ
ら
四
種
姓
を
全
く
同
列
に
扱
う
の
は
、
こ
の
三
界
無
尽
説
を
提
出
す
る
意
図
が
、
第
五
の
無
有
出
世
功
徳
種
姓
の
問
題
と
結
び
つ
い
て

い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
ｌ
③

第
五
の
種
性
は
出
世
功
徳
の
因
有
る
こ
と
無
き
が
故
に
、
畢
寛
じ
て
滅
度
を
得
る
期
有
る
こ
と
無
し
。
諸
仏
は
但
だ
彼
の
為
に
方
便
し

て
神
通
を
示
現
し
て
、
悪
趣
を
離
れ
善
趣
に
生
ず
る
の
法
を
説
く
べ
き
の
み
な
り
。
彼
れ
教
に
依
り
て
善
因
を
勤
修
し
て
人
趣
に
生
ず
る

を
得
、
乃
し
非
想
非
非
想
処
に
至
る
と
雌
も
、
必
ず
還
退
し
て
諸
の
悪
趣
に
下
堕
す
。
諸
仏
方
便
し
て
復
た
為
に
通
を
現
じ
て
説
法
教
化

し
、
彼
れ
復
た
善
を
修
し
善
趣
に
生
ず
る
を
得
る
も
、
後
に
還
退
し
堕
し
て
諸
の
苦
悩
を
受
く
。
諸
仏
方
便
し
て
復
た
更
に
抜
済
す
。
是

の
如
く
展
転
し
て
未
来
際
を
窮
む
。
其
を
し
て
畢
寛
じ
て
滅
度
せ
し
む
る
こ
と
能
わ
ず
。

こ
こ
で
は
、
第
五
の
無
有
出
世
功
徳
種
姓
が
、
永
久
に
般
浬
梁
に
入
る
時
期
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
諸
仏
は
こ
の
種
姓
の
た
め
に
神
通

を
現
わ
し
て
善
趣
（
人
天
乗
）
に
生
ず
る
よ
う
に
説
法
教
化
す
る
の
み
で
あ
る
こ
と
、
が
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
諸
仏
の
方
便
が
未
来
際

を
窮
め
る
と
い
う
記
述
か
ら
、
こ
こ
に
利
他
功
徳
の
無
尽
性
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
二
界
無
尽
説
を
提
出
す
る
根

拠
が
こ
の
第
五
の
種
姓
に
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
一
文
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
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と
こ
ろ
で
、
五
姓
各
別
説
の
五
つ
の
種
姓
が
ま
と
ま
っ
て
説
か
れ
る
の
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
文
献
の
中
で
は
、
こ
の
「
仏
地
経
論
」
以

⑫

外
で
は
『
拐
伽
経
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
五
姓
各
別
説
の
原
型
そ
れ
自
体
は
『
玲
伽
師
地
論
」
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
論
で
は
菩

⑬
⑭

薩
種
姓
・
声
聞
種
姓
・
独
覚
種
姓
お
よ
び
無
種
姓
の
四
と
、
不
定
種
姓
の
一
と
を
別
々
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
仏
地
経

論
」
が
五
種
姓
を
ま
と
め
て
列
挙
す
る
背
景
に
は
『
拐
伽
経
」
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

⑮

そ
こ
で
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
遁
倫
（
六
五
○
？
’
七
二
○
？
）
の
「
琉
伽
論
記
」
（
撰
述
七
○
五
年
頃
）
が
伝
え
る
興
味
深
い
記
録
が
想

起
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
玄
檗
が
イ
ン
ド
に
留
学
し
て
い
た
頃
、
『
拐
伽
経
』
の
梵
本
を
看
る
機
会
が
あ
り
、
こ
の
経
典
に
説
か
れ
る
五
種

姓
の
う
ち
、
第
五
の
無
種
姓
に
つ
い
て
は
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
敢
え
て
成
仏
し
な
い
大
悲
閏
提
と
、
勝
れ
た
縁
に
あ
え
ば
成
仏
で
き
る

断
善
閏
提
の
二
類
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
有
仏
性
の
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
に

説
か
れ
る
無
仏
性
の
者
は
畢
寛
無
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
玄
英
が
中
国
へ
帰
ろ
う
と
し
た
時
に
、
イ
ン
ド
の
諸
大
徳
に
対
し
、
本
国
で
は

畢
寛
無
性
を
信
じ
る
者
は
い
な
い
か
ら
こ
の
語
を
削
除
し
て
欲
し
い
と
願
い
出
た
。
し
か
し
、
玄
英
の
師
で
あ
る
戒
賢
は
、
そ
の
よ
う
な

意
見
は
辺
境
人
の
考
え
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
斥
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
逸
話
か
ら
指
摘
で
き
る
こ
と
は
、
玄
美
が
畢
寛
無
性
の
問
題
に
対
し
て
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ

し
て
当
時
の
中
国
仏
教
界
の
大
勢
が
一
閏
提
成
仏
論
ひ
い
て
は
一
切
皆
成
論
に
傾
い
て
い
る
こ
と
を
玄
葵
が
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
た

こ
と
、
の
二
点
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
こ
の
記
述
か
ら
玄
美
が
畢
寛
無
性
の
概
念
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
が
、

⑯

お
そ
ら
く
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
玄
英
が
帰
朝
し
て
「
琉
伽
師
地
論
」
や
『
仏
地
経
論
」
を
訳
出
し
た
後
、
周
知
の
よ
う

に
、
一
乗
皆
成
説
と
三
乗
五
性
説
と
の
対
立
か
ら
仏
性
論
争
が
勃
発
す
る
が
、
も
し
玄
英
が
三
乗
家
の
側
に
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ

ば
、
論
争
が
そ
れ
ほ
ど
熾
烈
に
な
る
は
ず
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
玄
葵
が
『
仏
地
経
論
」
の
中
に
こ
の
三
界
無

尽
説
を
挿
入
し
、
永
久
に
成
仏
で
き
な
い
無
有
出
世
功
徳
種
姓
の
存
在
を
強
調
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
ま
さ
し
く
当
時
の
中
国
仏
教
界

の
思
想
潮
流
に
対
す
る
確
信
的
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
が
企
図
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
玄
葵
に
は
仏
性
論
争
を
予
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こ
こ
で
は
「
大
乗
浬
藥
経
」
の
後
半
部
分
の
随
所
に
説
か
れ
る
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
い
う
思
想
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
思

想
に
あ
え
て
言
及
す
る
の
は
、
こ
れ
が
二
界
無
尽
説
と
は
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
考
え
方
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
思
想
に
二

つ
の
解
釈
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
矛
盾
を
収
拾
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
二
つ
の
解
釈
と
は
、
一
つ
は
真
如
法
身
の
仏
性
か
ら

説
か
れ
た
と
い
う
見
方
、
二
つ
は
不
定
種
姓
に
対
す
る
方
便
説
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
特
に
後
者
で
は
、
。
切
」
の
意
味
に
つ
い
て

「
少
分
の
一
切
」
と
い
う
特
異
な
概
念
を
提
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
解
釈
の
原
点
と
な
る
考
え
は
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
お
よ
び
『
摂
大
乗
論
」
が
伝
え
る
「
一
乗
が
説
か
れ
る

⑰

理
由
を
明
か
す
偶
頌
」
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
詩
頌
の
中
で
は
、
一
乗
の
教
説
が
、
不
定
種
姓
を
大
乗
に
引
き
入
れ
る
た
め
に
、

測
で
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
高
弟
坐

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
ｌ
④

余
の
経
中
に
一
切
有
情
の
類
は
皆
仏
性
有
り
て
皆
当
に
作
仏
す
べ
し
と
宣
説
す
と
雌
も
、
然
る
は
真
如
法
身
の
仏
性
に
就
い
て
、
或
い

は
少
分
の
一
切
の
有
情
に
就
い
て
方
便
し
て
而
も
説
く
も
の
な
り
。
不
定
種
性
の
有
情
を
し
て
、
決
定
し
て
速
や
か
に
無
上
正
等
菩
提
の

果
に
趣
む
か
し
め
ん
が
為
の
故
に
。

も
う
一
つ
重
要
な
指
摘
と
し
て
は
、
こ
の
二
界
無
尽
説
が
形
成
さ
れ
る
上
で
は
「
桜
伽
経
』
の
五
姓
各
別
説
を
批
判
的
に
援
用
し
て
い

る
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
こ
の
説
が
玄
葵
に
よ
る
創
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
先
の
『
琉
伽
論
記
」
の
記
述
は
き
わ

め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
可
能
性
は
決
し
て
否
定
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
証
拠
と
し
て
、
次

の
不
定
種
姓
の
説
明
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

高
弟
た
ち
が
こ
の
論
争
に
身
命
を
賭
し
た
の
も
ひ
と
え
に
玄
葵
の
意
志
を
受
け
継
が
ん
と
す
る
動
機
か
ら
で
あ
宛



第
三
段
は
二
界
無
尽
説
の
総
結
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
諸
仏
の
有
為
の
利
他
功
徳
が
断
尽
し
な
い
理
由
を
、
二
つ
の
観
点
か
ら
述
べ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
第
一
は
「
此
の
道
理
に
由
り
て
」
で
あ
り
、
第
二
は
「
自
利
の
徳
に
依
り
て
」
で
あ
る
。
「
此
の
道
理
」
と

は
、
第
二
段
で
詳
し
く
述
べ
て
き
た
種
姓
差
別
の
道
理
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
有
情
界
の
道
理
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
自
利
の
徳
」

と
は
第
一
段
で
触
れ
た
諸
仏
の
無
為
の
殊
勝
功
徳
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
清
浄
法
界
の
理
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
つ
の
観
点
と
は
有
情

界
と
清
浄
法
界
と
の
二
界
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二
界
が
無
尽
で
あ
る
た
め
に
、
諸
仏
の
有
為
の
利
他
功
徳
も
ま
た
無
尽
で

（
３
）

此
の
道
理
に
由
り
て
、
諸
仏
の
有
情
を
利
楽
せ
る
功
徳
は
断
尽
有
る
こ
と
無
し
。
此
の
利
他
の
徳
は
自
利
の
徳
に
依
り
て
乃
し
断
ず
る

こ
と
無
き
を
得
る
。
是
の
故
に
如
来
の
有
為
の
功
徳
は
因
に
従
り
て
生
ず
る
が
故
に
、
念
念
に
減
す
る
と
雌
も
而
も
断
尽
無
し
。
仏
の
功

徳
の
無
尽
究
寛
に
由
る
。

あ
る
い
は
究
極
的
で
あ
る
た
め
に
、
説
か
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
一
乗
の
概
念
に
対
す
る
視
座
が
、
『
大
乗
浬
藥
経
」
の
思
想
に
適

用
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
二
界
無
尽
説
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

翻
っ
て
、
玄
英
が
帰
朝
し
た
当
時
の
中
国
仏
教
界
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
そ
の
大
勢
を
占
め
て
い
た
の
は
『
大
乗
浬
梁
経
」
の
研
究
を
宗

と
す
る
摂
論
学
派
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
玄
英
唯
識
に
対
し
て
旧
来
の
仏
教
と
の
相
違
点
を
十
四
箇
条
に
ま
と
め
て
批
判
し
た
霊
潤
（
？

⑬

’
六
三
四
Ｉ
？
）
は
ま
さ
し
く
こ
の
学
系
で
あ
る
し
、
ま
た
仏
性
論
争
に
お
い
て
法
相
宗
義
を
盛
ん
に
詰
難
し
た
法
宝
（
六
二
七
？
’
七
○

⑲
五
？
）
も
同
様
で
あ
る
。
従
っ
て
、
玄
葵
が
、
当
時
の
中
国
仏
教
界
を
意
識
し
て
、
『
大
乗
浬
梁
経
』
の
有
名
な
金
句
に
対
す
る
独
特
の

解
釈
を
提
供
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
は
決
し
て
無
理
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
「
少
分
の
一
切
」
と
い
う
用
語
が
他
の
唯

識
諭
書
の
ど
こ
に
も
見
出
せ
な
い
こ
と
を
加
味
す
る
と
、
玄
英
が
二
界
無
尽
説
を
創
作
し
た
可
能
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
る
の
で
あ
る
。

芦 、

ひ び



有
情
界
が
無
尽
で
あ
る
根
拠
は
五
姓
各
別
説
で
あ
る
が
、
そ
の
五
姓
各
別
説
の
道
理
と
は
、
（
２
）
ｌ
①
の
文
に
あ
る
よ
う
に
、
「
法
爾

に
由
っ
て
」
種
姓
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
法
爾
」
と
い
う
概
念
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
「
玲
伽
師
地
論
」
を
見
る
と
、
「
声
聞
地
」
に
は
「
法
爾
道
理
（
号
騨
自
陣
団
‐
冒
冨
）
」
と
い
う
諸
法
観

⑳

察
に
お
け
る
一
つ
の
道
理
が
説
か
れ
て
い
る
。
法
爾
道
理
と
は
、
地
に
は
堅
と
い
う
性
質
が
あ
り
、
水
に
は
湿
と
い
う
性
質
が
あ
る
、
と

い
う
よ
う
に
、
そ
の
法
が
持
っ
て
い
る
あ
り
の
ま
ま
の
性
質
（
Ⅱ
自
性
）
を
観
察
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
る
と
、
こ
の
説
明
に
準
拠

す
る
限
り
、
法
爾
に
よ
っ
て
種
姓
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
は
、
ま
さ
し
く
種
姓
と
い
う
法
の
有
す
る
自
性
が
あ
り
の
ま
ま
そ
の
よ

う
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
し
か
手
立
て
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
で
は
単
な
る
同
語
反
復
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ

て
、
こ
う
し
た
法
爾
の
概
念
を
、
さ
ら
に
思
想
的
に
昇
華
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

⑳

そ
こ
で
、
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
「
菩
薩
地
」
に
は
種
姓
の
同
一
の
概
念
と
し
て
「
界
ａ
圃
冨
）
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
界
と
い
う
概
念
に
関
連
し
て
「
声
聞
地
決
択
分
」
に
興
味
深
い
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
畢
寛
無
浬

梁
法
（
Ⅱ
無
種
姓
）
の
者
が
説
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、
皆
有
仏
性
論
者
と
一
分
無
性
論
者
と
の
問
答
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初
の
問
答

で
は
、
有
仏
性
論
者
の
「
畢
寛
無
浬
藥
法
は
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
し
う
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
無
性
論
者
は
、
一
つ
の
経
典

を
引
用
し
て
、
諸
の
有
情
の
類
に
は
、
種
々
の
界
性
、
無
量
の
界
性
、
下
劣
の
界
性
、
勝
妙
の
界
性
が
有
る
た
め
で
あ
る
、
と
説
明
す
る

⑫
⑳

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
界
の
多
元
性
を
説
く
経
典
を
引
用
し
て
種
姓
差
別
の
教
証
と
す
る
姿
勢
は
、
他
の
唯
識
論
耆
に
も
継
承
さ
れ

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
が
、
二
界
無
尽
説
の
全
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

’
一
田

田
凹
気
ノ
○ 一

界
無
尽
説
の
特
徴
は
「
有
情
界
は
無
尽
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
に
極
ま
る
。
そ
こ
で
最
後
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と

三
、
「
有
情
界
は
無
尽
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
に
つ
い
て
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そ
こ
で
、
こ
の
法
附
の
概
念
を
踏
ま
え
て
、
法
爾
に
よ
っ
て
種
姓
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は

「
各
々
の
種
姓
は
他
の
様
々
な
種
姓
に
お
い
て
固
有
性
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
を
具
体
的
に
考
え
る
と
、
例
え
ば
菩
薩

種
姓
で
あ
れ
ば
、
こ
の
種
姓
は
他
の
四
つ
の
種
姓
か
ら
独
立
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
四
つ
の
種
姓
と
の
関
係
性
の
中
で

菩
薩
種
姓
の
固
有
性
が
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
有
情
の
も
つ
種
姓
の
固
有
性
は
、
他
の
有
情
の
も
つ

種
姓
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
意
義
が
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
五
つ
の
種
姓
の
相
依
相
対
す

る
関
係
性
に
お
い
て
、
あ
る
有
情
の
固
有
の
種
姓
が
決
定
す
る
、
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
二
界
無
尽
説
の
主
張
す
る
「
有

情
界
は
無
尽
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
は
、
実
は
こ
う
し
た
「
種
姓
の
相
関
性
と
固
有
性
」
と
い
っ
た
内
容
を
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

⑳

契
経
に
説
く
が
如
し
、
一
切
の
有
情
は
無
始
時
来
種
種
の
界
有
り
、
悪
叉
聚
の
如
く
法
爾
に
而
も
有
り
、
と
。

こ
こ
に
お
い
て
、
界
の
多
元
性
と
法
爾
と
い
う
語
が
初
め
て
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
法
雨
と
は
法
が
そ
の
ま
ま
に
存
在

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
は
「
法
の
自
性
」
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
性
が
界
の
多
元
性
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば

こ
れ
は
「
多
元
性
に
お
け
る
法
の
固
有
性
」
を
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
法
附
の
概
念
を
踏
ま
え
て
、
法
雨
に
よ
っ
て
種
姓
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
を
解
釈
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は

て
い
て
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
で
は
「
界
の
差
別
に
由
る
と
は
、
衆
生
は
種
種
な
る
界
有
る
に
よ
り
て
無
量
の
差
別
あ
り
。
多
界
修
多
羅

＠

に
説
く
が
如
し
。
界
の
差
別
に
由
る
が
故
に
応
に
三
乗
の
差
別
有
り
と
知
る
べ
し
。
」
と
述
べ
ら
れ
る
し
、
ま
た
「
顕
揚
聖
教
論
」
に
も

⑮

「
阿
頼
耶
識
中
に
種
種
の
界
有
る
に
由
る
が
故
に
、
又
経
に
悪
叉
聚
の
瞼
を
説
く
が
如
し
。
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
成
唯
識
論
』
で
は
、

中
国
仏
教
の
特
質
は
、
全
般
的
に
仏
教
は
大
乗
、
大
乗
は
一
乗
で
あ
る
と
割
り
切
っ
て
考
え
る
点
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
傾
向
弱

お

わ

り

に



は
イ
ン
ド
仏
教
と
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
で
は
、
部
派
的
な
あ
り
方
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
的
な
考
え
方
こ
そ
仏
教
そ
の
も
の
で
あ
っ

た
。
現
実
の
世
界
に
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
学
を
遵
守
し
阿
羅
漢
道
を
実
践
し
て
い
た
修
道
者
の
グ
ル
ー
プ
が
、
仏
教
の
主
流
の
勢
力
と
し

て
長
く
存
続
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
一
乗
思
想
を
理
想
と
掲
げ
る
大
乗
教
徒
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
存
在
を
前
提

に
し
て
思
索
を
展
開
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
理
想
的
に
は
悉
有
仏
性
で
あ
り
一
乗
で
あ
る
と
し
て
も
、
現
実
の
世

界
で
は
そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
多
く
の
事
例
を
如
実
に
体
験
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
玄
葵
は
イ
ン
ド
仏
教
の
こ
う
し
た
事
実
を
目

の
当
た
り
に
し
、
中
国
仏
教
の
安
直
な
一
乗
的
傾
向
に
危
倶
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
仏
教
の
一
乗
的
傾
向
は
、
理
事
相
即

の
論
理
や
一
切
皆
成
論
に
お
い
て
、
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
系
譜
は
、
現
実
に
展
開
し
て
い
る
多
元
的
な
状
況
を
仮
象
な
も
の
と

し
、
観
念
的
な
理
体
に
一
元
化
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
仏
教
の
思
索
の
所
産
で
あ
る
部
派
仏
教
も
独
覚
の
仏
教
も
す
べ

⑳

て
大
乗
に
帰
趨
さ
せ
て
し
ま
い
、
そ
の
固
有
性
や
意
義
な
ど
を
排
斥
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
玄
美
が
『
仏
地
経
論
」
に
お
い
て
、
性
相
別
論
を
強
調
し
、
有
情
界
の
無
尽
性
を
掲
げ
よ
う
と
し
た
意
図
と
は
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
大
乗
仏
教
の
真
意
が
、
多
一
兀
性
を
排
斥
す
る
観
念
的
な
一
乗
を
説
く
こ
と
で
は
な
く
、
声
聞
や
独
覚
あ
る
い
は
人
天
の
教
え
や
一

閏
提
の
存
在
ま
で
を
も
、
そ
れ
ら
の
固
有
性
を
容
認
し
つ
つ
包
括
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
一
乗
思
想
に
染
ま
っ
た

中
国
仏
教
界
に
伝
え
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
起
こ
っ
た
仏
性
論
争
は
、

玄
英
の
意
図
に
反
し
て
、
成
仏
す
る
有
情
は
全
て
な
の
か
一
部
な
の
か
と
い
う
議
論
に
そ
の
焦
点
が
置
き
換
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
五
姓
各

別
説
も
ま
た
、
本
有
無
漏
種
子
説
を
根
拠
と
し
て
、
種
姓
の
優
劣
を
説
く
一
つ
の
教
義
へ
と
変
貌
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

2）①註３
－

西
尾
京
雄
「
佛
地
経
論
之
研
究
』
全
二
巻
、
国
言
刊
行
会
、
一
九
八
二
年
（
原
本
発
行
一
九
四
○
年
）
。

前
掲
書
第
二
巻
、
一
○
四
頁
’
二
二
頁
参
照
。

こ
の
数
字
は
「
玄
美
法
師
行
状
』
（
大
正
五
○
・
二
二
○
中
）
に
基
づ
く
。
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
巻
一
○
（
大
正
五
○
・
二
七
七
上
）
に
よ
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れ
ぱ
、
七
四
部
一
三
三
八
巻
で
あ
る
。

④
慈
恩
基
「
成
唯
識
論
掌
中
枢
要
」
巻
上
本
（
大
正
四
三
・
六
○
八
下
）
。

⑤
こ
の
問
題
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
に
、
勝
又
俊
教
「
佛
教
に
お
け
る
心
識
説
の
研
究
』
（
山
喜
房
佛
書
林
、
一
九
五
六
年
）
第
一
章
「
成
唯
識
論

の
成
立
と
諸
論
師
の
思
想
」
（
一
頁
’
六
六
頁
）
が
あ
る
。

⑥
長
谷
川
岳
史
「
玄
葵
に
お
け
る
『
仏
地
経
論
』
・
「
成
唯
識
論
』
訳
出
の
意
図
」
含
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
四
八
巻
二
号
、
二
○
○
○
年
三
月
）
、

同
弓
仏
地
経
論
」
と
一
成
唯
識
論
』
ｌ
玄
英
に
お
け
る
両
書
の
翻
訳
の
意
図
ｌ
」
（
「
龍
谷
大
学
論
集
』
四
五
五
号
、
二
○
○
○
年
一
○
月
）
。

⑦
「
仏
地
経
論
』
巻
二
（
大
正
二
六
・
二
九
八
上
Ｉ
中
）
。

⑧
「
仏
説
仏
地
経
』
（
一
巻
、
玄
英
訳
）
の
仏
徳
讃
歎
の
経
文
（
大
正
一
六
・
七
二
○
下
）
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
『
仏
地
経
論
」
の
解

釈
に
よ
る
「
二
十
一
種
の
殊
勝
功
徳
」
の
区
分
は
（
）
の
番
号
に
よ
っ
て
示
す
通
り
で
あ
る
。

是
薄
伽
梵
最
清
浄
覚
。
（
１
）
不
二
現
行
（
２
）
趣
無
相
法
。
（
３
）
住
於
仏
住
。
（
４
）
逮
得
一
切
仏
平
等
性
（
５
）
到
無
障
処
。
（
６
）
不
可

転
法
（
７
）
所
行
無
磯
。
（
８
）
其
所
成
立
不
可
思
議
。
（
９
）
遊
於
三
世
平
等
法
性
。
（
皿
）
其
身
流
布
一
切
世
界
。
（
皿
）
於
一
切
法
智
無
疑

滞
。
（
吃
）
於
一
切
行
成
就
大
覚
。
（
喝
）
於
諸
法
智
無
有
疑
惑
。
（
Ｍ
）
凡
所
現
身
不
可
分
別
。
（
旧
）
［
不
可
分
別
］
一
切
菩
薩
正
所
求
智
。

（
焔
）
得
仏
雌
二
住
勝
彼
岸
。
（
Ⅳ
）
不
相
間
雑
如
来
解
脱
妙
智
究
寛
。
（
喝
）
証
無
中
辺
仏
地
平
等
（
岨
）
極
於
法
界
。
（
釦
）
尽
虚
空
性
（
副
）

窮
未
来
際
。

⑫⑪⑩

こ
の
中
、
［
不
可
分
別
］
の
語
は
『
仏
地
経
論
』
の
解
釈
に
よ
る
挿
入
で
あ
る
。
ま
た
、
経
文
を
総
句
と
別
句
に
分
け
る
場
合
は
、
（
１
）
が
総
句
で
、

残
り
が
別
句
と
な
る
。
ち
な
み
に
「
仏
地
経
解
説
』
で
は
、
「
最
清
浄
覚
」
を
第
一
の
殊
勝
功
徳
と
し
、
「
尽
虚
空
性
窮
未
来
際
」
を
第
二
十
一
の
殊

勝
功
徳
と
す
る
。
他
の
区
分
は
『
仏
地
経
論
』
と
同
じ
で
あ
る
（
西
尾
前
掲
言
、
一
九
三
頁
’
二
○
一
頁
参
照
）
。

③
こ
の
批
判
は
、
法
蔵
雪
乗
教
義
分
斉
章
』
（
い
わ
ゆ
る
「
華
厳
五
教
章
」
）
の
「
第
九
所
詮
差
別
」
の
段
の
「
種
姓
差
別
」
の
項
に
お
い
て
、
大

乗
終
教
の
種
姓
差
別
を
述
べ
る
中
で
「
一
切
衆
生
皆
当
作
仏
」
に
対
す
る
七
難
七
答
の
問
答
と
し
て
、
展
開
し
て
い
る
（
大
正
四
五
・
四
八
七
上
Ｉ

中
）
。

『
成
唯
識
論
』
巻
二
（
大
正
三
一
・
九
上
）

『
成
唯
識
論
』
巻
一
○
（
大
正
三
一
・
五
五
中
）

『
四
巻
・
榴
伽
経
」
巻
一
（
大
正
一
六
・
四
八
七
上
Ｉ
下
）
、
「
十
巻
・
入
榴
伽
経
』
巻
三
（
大
正
十
六
・
五
二
六
下
’
五
二
七
中
）
、
「
七
巻
・
大
師



⑲
法
宝
は
「
一
乗
仏
性
究
寛
論
」
六
巻
に
よ
っ
て
法
相
教
義
の
五
姓
各
別
説
を
批
判
し
た
が
、
法
相
宗
第
二
祖
の
慧
沼
（
六
四
九
’
七
一
四
）
は

『
能
顕
中
辺
慧
日
論
』
四
巻
を
つ
く
り
、
こ
の
批
判
を
さ
ら
に
徹
底
的
に
論
難
し
た
。
こ
の
二
論
耆
で
行
わ
れ
た
議
論
が
、
後
に
日
本
に
お
い
て
最

澄
（
七
六
七
’
八
二
二
）
と
徳
一
（
七
四
九
’
八
二
九
？
）
に
よ
る
三
一
権
実
論
争
の
基
盤
に
な
っ
て
い
く
。

⑳
『
琉
伽
師
地
論
』
巻
二
五
（
大
正
三
○
・
四
一
九
中
Ｉ
下
）
。

⑳
「
玲
伽
師
地
論
』
巻
三
五
（
大
正
三
○
・
四
七
八
下
）
。

⑳
『
職
伽
師
地
論
」
巻
六
七
（
大
正
三
○
・
六
六
九
中
）
。

⑳
こ
の
経
典
は
、
袴
谷
憲
昭
「
三
乗
説
の
一
根
拠
ｌ
崖
雰
Ｓ
罫
ら
胃
昌
と
、
§
震
忌
ミ
震
曾
‐
畠
ミ
ー
」
（
「
古
田
紹
欽
博
士
古
稀
記
念
論
集
・
仏
教
の
歴

史
的
展
開
に
見
る
諸
形
態
』
、
一
九
八
一
年
）
の
研
究
成
果
に
よ
り
、
「
雑
阿
含
経
』
第
四
四
四
経
（
大
正
二
・
二
四
下
’
二
五
上
）
が
、
そ
の

乗
入
榴
伽
経
』
巻
二
（
大
正
一
六
・
五
九
七
上
Ｉ
下
）
。

⑬
『
琉
伽
師
地
論
』
巻
三
七
（
大
正
三
○
・
四
九
六
下
）
、
「
同
』
巻
五
二
（
五
八
七
中
Ｉ
下
）
、
『
同
」
巻
五
二
（
五
八
九
上
Ｉ
中
）
。

⑭
「
玲
伽
師
地
論
」
巻
八
○
（
大
正
三
○
・
七
四
九
中
）
。

⑮
遁
倫
二
琉
伽
論
記
』
巻
一
三
（
大
正
四
二
・
六
一
五
上
Ｉ
中
）
。

尚
、
最
澄
の
「
法
華
秀
句
」
巻
上
末
、
四
九
頁
’
五
○
頁
言
伝
教
大
師
全
集
」
第
一
巻
所
収
）
に
、
こ
の
『
琉
珈
論
記
』
の
一
文
が
引
用
さ
れ
て

お
り
、
こ
ち
ら
の
方
が
「
琉
伽
論
記
』
よ
り
も
文
面
が
整
っ
て
い
て
読
み
や
す
い
。

⑯
玄
葵
が
帰
朝
し
た
の
は
六
四
五
年
（
貞
観
十
九
年
）
、
『
玲
伽
師
地
論
』
の
訳
了
は
六
四
八
年
（
貞
観
二
十
二
年
）
、
「
仏
地
経
論
』
の
訳
了
は
六
四

九
年
。
（
貞
観
二
十
三
年
）
で
あ
る
。

⑰
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
巻
五
「
述
求
品
」
（
大
正
三
一
・
六
一
五
巾
）
、
『
摂
大
乗
論
』
巻
下
（
大
正
三
一
・
一
五
一
中
）
、
『
摂
大
乗
論
世
親
釈
』
巻

十
（
大
正
三
一
・
三
七
七
下
’
三
七
八
上
）
。

尚
、
そ
の
偶
頌
は
、
「
摂
大
乗
論
」
か
ら
引
用
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

為
引
摂
一
類
及
任
持
所
余
由
不
定
種
性
諸
仏
説
一
乗

法
無
我
解
脱
等
故
性
不
同
得
二
意
楽
化
究
寛
説
一
乗

⑱
霊
潤
の
十
四
箇
条
の
批
判
、
お
よ
び
そ
の
後
の
仏
性
論
争
の
展
開
に
関
し
て
は
、
最
澄
「
法
華
秀
句
』
巻
中
本
Ｉ
中
末
の
「
大
唐
仏
性
靜
」
に
詳

し
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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古
形
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

④
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
巻
一
「
種
姓
品
」
（
大
正
三
一
・
五
九
四
中
）
。

⑳
『
顕
揚
聖
教
論
」
巻
一
七
「
摂
勝
決
択
品
」
（
大
正
三
一
・
五
六
七
中
）
。

⑳
一
成
唯
識
論
』
巻
二
（
大
正
三
一
・
八
上
）
。

⑳
こ
う
し
た
イ
ン
ド
仏
教
と
中
国
仏
教
と
の
性
格
の
相
違
に
関
し
て
は
、
長
尾
雅
人
「
一
乗
・
三
乗
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
中
観
と
唯
識
」
（
岩

波
書
店
、
一
九
七
八
年
）
所
収
、
初
刊
は
『
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
・
仏
教
史
学
論
集
」
・
一
九
五
六
年
）
に
お
け
る
優
れ
た
考
察
が
非
常
に
参
考
に

な
っ
た
。
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