
長
尾
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
、
山
口
先
生
の
、
十
三
回
忌
を
お
勤
め
に
な
る
、
そ
の
仏
教
学
会
に
お
招
き
を
頂
き
！
お
話
を
す
る
機

会
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
大
変
に
光
栄
に
有
り
難
く
存
ず
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

山
口
先
生
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
御
留
学
か
ら
帰
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
の
が
昭
和
四
、
五
年
頃
か
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
ま
だ
学
生

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
そ
れ
以
来
可
愛
が
っ
て
頂
き
ま
し
て
、
先
生
の
あ
の
『
中
辺
分
別
論
』
に
関
す
る
三
部
作
の
御
出
版

に
は
、
す
べ
て
お
手
伝
い
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
お
手
伝
い
の
相
棒
に
野
沢
静
証
先
生
が
お
ら
れ
て
、
あ
の
書
物
が
出
来
上
が
る
頃

は
殆
ど
毎
週
あ
る
い
は
殆
ど
毎
日
の
よ
う
に
お
宅
に
う
か
が
い
、
ゲ
ラ
刷
り
を
読
ん
だ
り
、
索
引
を
作
っ
た
り
、
な
ど
と
い
う
お
仕
事
を
、

お
手
伝
い
し
て
お
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
三
部
作
が
出
来
上
が
っ
た
の
は
、
昭
和
十
二
、
三
年
頃
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
先
生
か
ら

非
常
に
可
愛
が
っ
て
頂
い
た
こ
と
を
、
今
も
な
お
大
変
に
有
り
難
く
感
じ
て
お
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
先
生
は
、
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
な
さ

い
ま
し
て
か
ら
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
大
変
お
好
き
に
な
ら
れ
て
、
い
つ
も
我
々
若
僧
相
手
に
フ
ラ
ン
ス
の
話
を
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
は
、

フ
ラ
ン
ス
か
ら
美
し
い
映
画
、
〃
・
く
り
の
屋
根
の
下
″
を
は
じ
め
、
有
名
な
映
画
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
ま
ま
で
や
っ
て
参
り
ま
し
て
、
そ
の

度
ご
と
に
先
生
は
私
を
連
れ
て
そ
れ
を
見
に
行
く
と
い
う
そ
う
い
う
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
生
か
ら
は
色
々
な
こ
と
を
色
々
な
形
で

教
え
て
頂
い
た
わ
け
で
、
お
宅
の
茶
室
へ
招
か
れ
て
御
馳
走
に
な
る
と
共
に
、
お
茶
の
心
得
も
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
先
生
が
お
亡
く

『
維
摩
経
』
を
機
縁
と
し
て

Ｉ
否
定
と
肯
定
の
二
方
向
に
つ
い
て
Ｉ

長
尾
雅
人

rー、
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な
り
に
な
っ
て
も
う
十
三
回
忌
と
い
う
こ
と
で
今
更
の
よ
う
に
先
生
の
面
影
を
思
い
出
す
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

実
は
私
、
仏
教
学
会
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
大
谷
大
学
の
若
い
学
生
諸
君
が
お
集
ま
り
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
ま
い
っ
た
の
で
す
が
、

山
口
先
生
の
十
三
回
忌
の
御
法
要
が
こ
の
席
で
行
わ
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
、
偉
い
先
生
方
ま
で
皆
さ
ん
お
い
で
に
な
っ
て
、
大
変
に
恐
縮

し
て
お
る
次
第
で
、
ど
う
い
う
こ
と
を
お
話
を
し
て
い
い
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
ま
あ
、
私
平
素
考
え
て
お
り
ま
す
よ

う
な
こ
と
を
、
お
話
を
し
て
、
皆
さ
ん
、
殊
に
偉
い
先
生
方
か
ら
御
批
判
を
受
け
た
り
、
色
々
教
え
て
頂
だ
け
る
絶
好
の
機
会
で
も
あ
る

わ
け
で
す
。
ど
う
か
、
私
の
平
素
考
え
て
お
り
ま
す
よ
う
な
こ
と
を
聞
い
て
い
た
だ
く
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
色
々
御
批

判
を
頂
け
た
ら
大
変
有
り
難
い
と
存
じ
ま
す
。

実
は
片
野
さ
ん
が
来
ら
れ
て
何
か
話
を
せ
よ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
時
に
も
、
お
話
し
す
る
よ
う
な
新
し
い
こ
と
は
何
も
無
い
の
だ
、

と
い
っ
て
頻
り
に
お
断
り
を
し
た
の
で
す
が
、
「
維
摩
経
を
機
縁
と
し
て
」
と
か
な
ん
と
か
、
な
ん
で
も
い
い
か
ら
話
し
を
し
ろ
と
い
う

わ
け
で
、
こ
れ
は
片
野
さ
ん
が
作
っ
た
題
で
す
。
ま
あ
そ
れ
で
も
よ
か
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
申
し
ま
す
よ
う
に
何

時
も
考
え
て
お
り
ま
す
こ
と
を
、
〃
維
摩
経
を
機
縁
と
し
て
〃
お
話
を
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
実
は
こ
の
話
し
は
既
に
よ
そ
で
発
表

し
て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
も
の
に
書
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
『
維
摩
経
を
読
み
て
』
と
い
う
書
物
も
そ
の
一
つ
で
す
。
し
か
し
こ
れ
ら

を
皆
さ
ん
が
す
べ
て
読
ん
で
お
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
か
ろ
う
と
高
を
く
く
っ
て
、
今
日
は
一
つ
改
め
て
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
そ
う

で
、
私
の
話
は
仏
教
学
、
山
口
先
生
か
ら
仕
込
ま
れ
ま
し
た
仏
教
学
の
立
場
か
ら
お
話
を
し
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
仏
教
学
と

い
う
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
仏
教
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
学
問
で
す
。
し
か
し
、
明
ら
に
か
し
て

い
く
、
そ
れ
が
わ
か
る
、
理
解
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
容
易
な
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
ま
た
、
私
の
先
生
で

あ
る
久
松
真
一
先
生
な
ど
で
す
と
、
そ
ん
な
学
問
が
一
体
な
ん
に
な
る
か
、
ま
ず
「
座
れ
」
と
か
「
喫
茶
去
」
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
に

な
り
ま
す
。
直
接
そ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
先
生
の
態
度
は
、
頭
に
よ
る
理
解
な
ど
は
仏
教
で
は

い
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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こ
の
福
徳
は
即
ち
ま
た
、
福
性
に
非
ず
、
こ
の
故
に
如
来
は
福
徳
多
な
り
と
説
く
。
（
是
福
徳
即
非
復
福
性
。
是
故
如
来
説
福
徳
多
。
）

福
徳
は
福
の
本
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
、
だ
か
ら
如
来
は
福
徳
が
多
い
と
、
こ
う
言
う
の
だ
と
。
全
く
逆
説
的
な
表
現
で
ご
ざ
い
ま
す

『
般
若
経
』
の
表
現
と
い
う
も
の
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
こ
う
い
う
よ
う
な
言
い
方
が
多
い
。
次
の
、

い
わ
ゆ
る
仏
法
と
は
仏
法
に
非
ず
。
（
所
謂
仏
法
者
、
非
仏
法
・
）

こ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
い
わ
ゆ
る
仏
法
と
は
仏
法
に
非
ず
」
と
、
ま
る
っ
き
り
突
き
放
さ
れ
た
よ
う
な
表
現
で
ご
ざ
い

な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
承
り
ま
し
た
。
か
と
い
っ
て
仏
教
学
の
立
場
と
し
ま
し
て
禅
寺
の
僧
堂
に
行
っ
て
座
っ
て
お
れ

ば
い
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
や
は
り
仏
教
学
に
は
仏
教
学
と
し
て
の
立
場
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
如
何
に

し
て
仏
教
の
内
容
が
ど
う
い
う
筋
道
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
間
の
論
理
の
流
れ
は
な
ん
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
こ
う
思
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
差
し
当
た
っ
て
で
す
ね
、
差
し
上
げ
ま
し
た
プ
リ
ン
ト
を
御
覧
に
な
り
ま
す
と
『
般
若
経
』
な
ど
に
、
ず
い
ぶ
ん
難
し
い
こ
と

が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
難
し
い
と
い
う
か
、
わ
け
の
分
か
ら
な
い
こ
と
、
矛
盾
だ
ら
け
の
表
現
が
あ
る
し
、
逆
説
と
で
も
言
い
ま
す
か
、

ま
る
で
謎
が
書
か
れ
て
い
る
よ
う
な
所
も
色
々
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
見
て
参
り
ま
し
ょ
う
。

プ
リ
ン
ト
に
は
、
は
じ
め
に
『
金
剛
般
若
経
』
の
文
章
が
、
三
つ
挙
げ
て
あ
り
ま
す
。
別
に
こ
れ
が
代
表
的
な
文
章
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
、
逆
説
的
な
表
現
が
こ
う
い
う
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
い
う
例
だ
け
を
挙
げ
ま
し
た
。
ま
ず
第

士
一
手
９
０

三
番
目
に
挙
げ
て
お
り
ま
す
の
は
『
金
剛
般
若
経
』
で
、
非
常
に
有
名
な
句
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
さ
に
無
所
住
に
し
て
（
所
住
無
く
し
て
、
住
す
る
と
こ
ろ
な
く
し
て
）
、
其
の
心
を
生
ず
雲
へ
し
。
（
応
無
所
住
、
而
生
其
心
・
）

こ
れ
も
一
種
の
矛
盾
で
す
ね
。
心
が
う
ご
く
、
心
を
起
こ
す
と
言
う
の
は
、
何
か
に
向
か
っ
て
心
を
起
こ
す
、
何
か
に
心
を
置
く
と
い
う

は
、
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こ
と
。
だ
か
ら
、
何
か
が
対
象
に
な
っ
て
心
が
起
こ
る
わ
け
で
す
ね
。
「
所
住
」
と
い
う
の
は
、
そ
こ
へ
心
が
置
か
れ
る
と
い
う
意
味
で

す
。
と
こ
ろ
が
こ
の
文
章
は
、
そ
う
い
う
様
に
心
を
置
く
こ
と
な
し
に
、
つ
ま
り
対
象
に
心
を
置
か
な
い
で
、
し
か
も
心
を
起
こ
せ
と
い

う
。
《
こ
れ
は
全
く
の
逆
説
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
所
住
」
の
住
と
い
う
字
は
、
「
執
着
」
「
住
著
」
と
い
う
意
味
で
考
え
て
も
よ
ろ

し
い
で
す
。
心
を
起
し
、
考
え
る
と
い
う
の
は
、
何
か
あ
る
対
象
を
と
ら
え
、
箸
す
る
こ
と
で
す
が
、
そ
う
で
は
な
い
、
執
着
無
く
し
て

考
え
ろ
と
い
う
、
つ
ま
り
考
え
な
い
で
考
え
よ
と
い
う
、
全
く
の
逆
説
的
・
没
論
理
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

「
維
摩
経
』
は
そ
の
『
般
若
経
』
を
受
け
ま
し
て
、
更
に
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
て
い
る
と
で
も
申
せ
ま
し
ょ
う
。
『
維
摩
経
』
が
ど
う
い

う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
特
別
に
お
話
は
致
し
ま
せ
ん
が
、
た
だ
こ
れ
は
大
乗
仏
典
の
中
で
も
白
眉
の
面
白
い
経
典
で
す

か
ら
、
ど
う
か
ま
だ
お
読
み
で
な
け
れ
ば
是
非
読
ん
で
頂
き
た
い
。
面
白
い
と
言
う
こ
と
に
も
色
々
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
右
に
述
べ
た

よ
う
な
逆
説
的
な
表
現
は
、
こ
の
経
に
も
至
る
所
で
見
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
、
そ
の
一
番
初
め
の
文
章
は
、
大
迦
葉
が
托
鉢
に
行
っ
た
時

の
こ
と
で
す
。
す
る
と
維
摩
に
出
会
い
ま
し
た
。
維
摩
と
い
う
人
は
居
士
で
す
、
俗
人
で
す
。
し
か
し
仏
教
の
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
を
よ

く
掴
ん
で
お
っ
て
、
こ
の
人
に
よ
っ
て
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
達
も
あ
る
い
は
菩
薩
達
ま
で
も
、
み
ん
な
こ
つ
ぴ
ど
く
や
り
こ
め
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
大
迦
葉
は
仏
陀
の
弟
子
の
中
で
も
最
高
の
人
で
す
、
長
老
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
大
迦
葉
が
托
鉢
に
行
っ
た
、
鉢
を
持

っ
て
食
事
を
貰
い
に
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
維
摩
が
出
て
き
て
、
あ
な
た
の
よ
う
な
托
鉢
の
仕
方
は
、
本
当
の
托
鉢
で
は
な
い
。
本
当
の
托

鉢
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
次
に
書
い
て
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

食
わ
ざ
ら
ん
が
為
の
故
に
ま
さ
に
乞
食
を
行
ず
、
へ
し
。
（
為
不
食
故
、
応
行
乞
食
・
）

托
鉢
と
い
う
も
の
は
食
う
為
に
貰
っ
て
く
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
食
わ
な
い
為
に
ま
さ
に
乞
食
を
行
ず
べ
し
、
と
い
う
。
乞
食
と
は
、

食
を
乞
う
こ
と
で
す
。
更
に
色
々
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

受
け
ざ
る
為
の
故
に
ま
さ
に
彼
の
食
を
受
く
く
し
。
（
為
不
受
故
、
応
受
彼
食
・
）

貰
い
に
行
っ
て
い
る
の
に
、
受
け
ざ
る
為
に
、
貰
わ
な
い
た
め
に
、
貰
え
、
と
い
う
言
い
方
で
す
。
こ
う
い
う
徹
底
的
に
矛
盾
し
た
言
い

戸ハ
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諸
仏
を
そ
し
り
、
法
を
殻
ち
、
衆
の
数
に
入
ら
ず
（
誇
諸
仏
、
殿
於
法
、
不
入
衆
数
）

「
衆
の
数
に
入
ら
ず
」
と
は
、
僧
団
す
な
わ
ち
僧
伽
に
入
ら
な
い
こ
と
。
以
上
三
つ
で
三
宝
を
そ
し
る
と
い
う
意
味
。
そ
し
て
、

つ
い
に
滅
度
を
得
ず
（
終
不
得
滅
度
）

と
い
う
。
こ
の
須
菩
提
と
い
う
人
は
仏
弟
子
の
中
で
も
空
の
理
解
に
か
け
て
は
最
高
の
人
で
す
が
、
そ
の
彼
は
、
諸
仏
を
そ
し
り
、
仏
法
印

一
切
衆
生
に
お
い
て
、
怨
心
あ
り
（
於
一
切
衆
生
、
而
有
怨
心
）

怨
心
と
い
う
の
は
恨
と
い
う
よ
り
は
害
を
な
す
よ
う
な
そ
う
い
う
心
で
す
ね
。
あ
な
た
は
あ
ら
ゆ
る
衆
生
に
対
し
て
そ
う
い
う
怨
心
を
も

れ
で
す
が
、
あ
な
た
は

方
が
色
々
ご
ざ
い
ま
す
。
一
つ
ず
つ
読
ん
で
い
る
と
た
い
へ
ん
時
間
を
と
り
ま
す
が
ざ
っ
、
と
急
い
で
読
ん
で
ま
い
り
ま
す
と
、
そ
の
次
は
、

須
菩
提
の
話
で
、
須
菩
提
が
や
は
り
托
鉢
に
参
り
ま
し
た
。
維
摩
の
家
の
門
前
で
、
維
摩
か
ら
上
等
な
食
事
を
色
々
鉢
に
つ
い
で
貰
っ
て

お
る
心
そ
う
し
な
が
ら
維
摩
が
こ
う
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。

淫
怒
痴
を
断
ぜ
ず
し
て
、
ま
た
と
も
に
倶
な
る
に
あ
ら
ず
。
（
不
断
淫
怒
痴
、
亦
不
与
倶
。
）

な
ん
と
読
ん
だ
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
か
ね
、
「
与
倶
」
二
字
で
．
し
ょ
に
い
る
」
の
意
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
淫
怒
痴
」
と
い
う

の
は
負
瞑
痴
の
三
毒
の
煩
悩
の
こ
と
で
す
。
訳
語
が
違
う
だ
け
で
す
。
そ
う
い
う
煩
悩
を
断
ず
る
の
で
は
な
い
、
し
か
も
ま
た
、
そ
れ
ら

と
一
緒
に
い
て
友
達
づ
き
あ
い
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
も
逆
の
表
現
で
す
ね
。
も
し
そ
の
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

↑
す
な
わ
ち
食
を
取
る
べ
し
（
乃
可
取
食
）

も
し
あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
負
愼
痴
を
断
ぜ
ず
、
し
か
も
そ
れ
と
同
居
し
て
い
る
の
で
も
な
い
な
ら
ば
、
Ｉ
ど
う
か
こ
の
食
を
お
召
し

上
が
り
下
さ
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
の
、
須
菩
提
に
対
し
て
は
ま
た
、
こ
の
維
摩
は
随
分
ひ
ど
い
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
殆
ど
罵
言
雑
言
で
す
。
そ
の
次
の
行
が
そ

っ
て
お
る
。
あ
な
た
は



も
し
菩
薩
が
非
道
を
行
ず
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
仏
道
に
通
達
す
と
為
す
（
若
菩
薩
行
於
非
道
、
是
為
通
達
仏
道
）

こ
れ
も
非
道
と
仏
道
と
は
全
く
逆
で
す
。
非
道
と
い
う
の
は
五
逆
罪
と
か
五
逆
十
悪
と
か
を
犯
す
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
非
道
を
行
う
な

ら
ば
、
そ
れ
が
、
仏
道
を
行
ず
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
仏
道
修
行
に
つ
い
て
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
お
る
。

そ
の
他
で
す
ね
、
維
摩
経
に
は
「
魔
」
と
い
う
の
が
よ
く
出
て
参
り
ま
す
が
、
次
の
文
章
も
そ
の
一
つ
で
し
て
、
維
摩
が
、
あ
な
た
の

ご
家
族
は
お
ら
れ
る
の
か
、
と
文
殊
か
ら
質
問
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、

一
切
の
衆
魔
お
よ
び
諸
の
外
道
、
皆
吾
侍
な
り
（
一
切
衆
魔
及
諸
外
道
、
皆
吾
侍
也
）

と
答
え
て
い
ま
す
。
「
吾
侍
な
り
」
と
い
う
の
は
私
の
連
れ
合
い
と
か
召
使
い
の
こ
と
・
あ
ら
ゆ
る
魔
や
外
道
の
連
中
、
そ
う
い
う
も
の
が

す
べ
て
私
の
一
族
郎
党
な
の
で
す
。
こ
れ
も
分
か
り
に
く
い
こ
と
で
す
ね
。
な
ぜ
そ
う
い
う
の
か
、
そ
の
必
然
性
が
い
ろ
い
ろ
む
ず
か
し
い
。

さ
い
と
。
こ
れ
は
ど
、
う
い
』

く
痛
快
で
面
白
い
で
す
ね
。

を
殻
ち
、
僧
団
に
も
入
ら
な
い
、
従
っ
て
如
何
に
し
て
も
滅
度
を
得
る
な
ど
の
こ
と
は
無
い
、
そ
ん
な
資
格
は
無
い
の
だ
、
と
申
し
ま
す
。

汝
も
し
是
く
の
如
く
ん
ぱ
す
な
わ
ち
食
を
と
る
べ
し
（
汝
若
如
是
乃
可
取
食
）

も
し
あ
な
た
が
そ
の
よ
う
に
三
宝
を
段
つ
（
こ
と
が
で
き
る
）
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
初
め
て
こ
の
食
事
を
お
受
け
取
り
く
だ

さ
い
と
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
後
の
「
不
住
浬
藥
」
に
関
係
が
あ
る
の
か
、
非
常
に
分
か
り
に
く
い
で
す
が
、
何
と
な

す
べ
て
私
の

そ
の
次
は
、

《
Ｌ
半
９
／
や
、
山
、

）
》
／
’
詞
“

‐
十
方
の
無
量
の
阿
僧
祇
世
界
中
に
、
魔
王
と
作
れ
る
者
、
多
く
は
こ
れ
不
可
思
議
解
脱
に
住
せ
る
菩
薩
な
り
（
十
方
無
量
阿
僧
祇
世

界
中
、
作
魔
王
者
、
多
是
住
不
可
思
議
解
脱
菩
薩
）

阿
僧
祇
と
い
う
の
は
大
き
な
数
の
こ
と
。
魔
王
と
作
れ
る
も
の
、
魔
業
を
行
っ
て
お
る
連
中
が
十
方
無
量
の
世
界
に
無
数
に
い
る
、
と
い

そ
の
次
も
つ
い
で
に
読
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
仏
道
を
修
業
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
文
殊
が
訊
い
た
の
に
対
す
る
維
摩
の
答
え
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う
。
事
実
、
こ
の
地
球
の
上
だ
け
で
も
、
魔
業
を
な
す
魔
王
は
多
数
い
て
、
各
地
で
毎
日
の
よ
う
に
血
な
ま
ぐ
さ
い
戦
争
に
従
事
し
て
い

る
。
そ
の
彼
等
も
、
「
多
く
は
」
大
部
分
は
、
不
可
思
議
解
脱
を
悟
っ
て
お
る
菩
薩
な
の
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
こ

と
で
、
何
を
意
味
す
る
の
か
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
彼
等
も
ま
た
仏
法
へ
の
因
縁
と
な
る
、
導
き
手
と
し
て
の
菩
薩
と
し
て
考

え
よ
、
と
い
崖
ワ
こ
と
な
の
で
し
よ
』
つ
か
・

煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
浬
梁
に
入
る
（
不
断
煩
悩
而
入
浬
藥
）

こ
の
維
摩
の
言
葉
は
、
皆
さ
ん
、
『
正
信
偶
』
の
「
不
断
煩
悩
得
浬
盤
」
と
い
う
宗
祖
の
言
葉
と
引
き
合
わ
せ
て
、
当
然
の
こ
と
の
よ

う
に
お
考
え
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
高
度
に
．
〈
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
言
い
方
な
ん
で
す
ね
。
煩
悩
を
断
ず
る
か
ら
こ
そ

浬
藥
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
浬
藥
に
入
る
、
と
い
う
の
は
全
く
逆
説
的
な
表
現
で
す
。

『
維
摩
経
』
の
こ
れ
ら
の
逆
説
的
・
矛
盾
的
な
表
現
を
右
の
よ
う
に
挙
げ
て
参
り
ま
し
た
が
、
そ
の
他
に
も
維
摩
が
、
「
私
は
如
来
を

見
る
と
き
に
見
な
い
と
い
う
し
か
た
で
見
ま
す
」
と
い
う
表
現
が
ご
ざ
い
ま
す
。
羅
什
の
訳
で
は
少
し
意
味
が
違
っ
て
お
り
ま
す
の
で
こ

こ
に
は
出
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
「
見
な
い
で
見
る
」
と
い
う
表
現
、
こ
れ
は
「
金
剛
般
若
経
』
で
、
如
来
を
見
る
の
に
身
相
（
三
十
二

相
）
を
も
っ
て
し
て
は
い
け
な
い
、
相
の
な
い
の
が
相
で
あ
る
、
と
い
う
の
と
同
趣
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
逆
説
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
色
々
理
屈
を
付
け
る
こ
と
は
可
能
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
何
か
落

ち
着
か
な
い
、
納
得
が
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
て
も
う
一
つ
そ
の
次
に
挙
げ
て
あ
る
の
は
、
『
維
摩
経
』
第
六
章
で
、
舎
利
弗
が
あ
る
天
女
と
対
談
す
る
場
面
の
一
文
で
す
。

こ
の
場
面
な
ど
も
非
常
に
面
白
い
で
す
ね
。
こ
の
天
女
は
、
維
摩
の
家
に
長
く
住
ん
で
お
っ
た
の
で
す
が
、
維
摩
が
文
殊
や
舎
利
弗
な
ど

と
対
談
し
て
い
る
の
を
聞
き
、
段
々
面
白
く
な
っ
て
と
う
と
う
天
女
の
姿
を
現
し
て
そ
こ
へ
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
舎
利
弗
と
対
談
す

る
わ
け
で
す
。

＆
ｙ
「
ノ
ー
つ
、
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と
。
大
体
の
意
味
は
、
解
脱
と
い
う
の
は
、
言
葉
と
か
思
惟
と
か
を
越
え
て
お
る
、
い
わ
ゆ
る
言
語
道
断
の
と
こ
ろ
に
解
脱
と
い
う
も
の

は
あ
る
。
だ
か
ら
解
脱
と
い
う
も
の
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
故
に
吾
是
れ
に
お
い
て
云
う
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
」
、
私
の
悟
り
は

ど
う
い
う
も
の
か
と
聞
か
れ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
何
と
答
え
て
い
い
か
私
に
は
わ
か
ら
な
い
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
す
こ
と
は
出

来
ま
せ
ん
。
ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
る
わ
け
で
す
ね
。

こ
れ
は
、
舎
利
弗
と
し
て
は
全
く
正
し
い
こ
と
を
言
っ
て
お
る
。
解
脱
と
い
う
も
の
は
言
葉
や
概
念
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

お
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
、
「
天
曰
く
」
、
天
と
は
天
女
の
こ
と
、
そ
の
天
女
の
曰
く
、

言
説
文
字
、
み
な
解
脱
の
相
な
り
（
言
説
文
字
、
皆
解
脱
相
）

と
。
言
葉
を
越
え
て
い
る
と
言
う
け
れ
ど
、
言
葉
と
か
文
字
と
か
、
そ
れ
が
み
ん
な
解
脱
の
持
っ
て
い
る
相
な
の
だ
。
間
が
ち
ょ
っ
と
略

こ
の
天
女
と
の
対
談
で
も
、
天
女
か
ら
色
々
や
じ
ら
れ
ま
す
。
天
女
が
、
あ
な
た
は
悟
り
を
開
い
て
か
ら
ど
れ
く
ら
い
に
な
る
の
か
、

あ
な
た
の
悟
り
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
を
発
す
る
と
、
そ
れ
に
対
し
て

答
え
て
曰
く
、
解
脱
と
は
、
言
説
す
る
と
こ
ろ
無
し
。
故
に
吾
是
れ
に
お
い
て
云
う
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
（
答
日
、
解
脱
者
、
無
所
言

と
。
言
葉
を
越
え
｝

さ
れ
て
い
ま
す
が
、

じ
ら
れ
た
り
す
る
。

答
え
て
曰
く
、
解
脱
と
は
、
言

説
。
故
吾
於
是
、
不
知
所
云
・
）

と
。
十
企
牟
、
音
駿
木
ま
、
脛
魁
此
と
八
う

先
程
の
、
須
菩
提
と
同
じ
く
こ
の
舎
利
弗
も
仏
弟
子
と
し
て
最
高
の
人
で
す
が
、
『
維
摩
経
』
で
は
ま
る
き
り
道
化
師
扱
い
さ
れ
て
い

ま
す
。
維
摩
と
文
殊
と
の
問
答
を
聞
き
な
が
ら
、
一
体
み
な
さ
ん
は
ど
う
い
う
椅
子
に
座
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
た
り
、
お
昼
近
く
に
な
っ

て
お
弁
当
は
ど
う
す
る
の
か
な
と
考
え
て
み
た
り
、
い
ろ
い
ろ
と
ん
ま
な
こ
と
を
申
し
ま
す
。
そ
の
た
び
に
、
維
摩
居
士
か
ら
、
あ
な
た

は
説
法
を
聞
き
に
来
た
の
か
、
そ
れ
と
も
椅
子
を
捜
し
に
来
た
の
か
、
弁
当
を
捜
し
に
来
た
の
か
な
ど
と
い
っ
て
か
ら
か
わ
れ
た
り
、
や

文
字
を
離
れ
て
解
脱
を
説
く
こ
と
無
き
な
り
（
無
離
文
字
説
解
脱
也
）
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と
い
う
。
言
葉
や
文
字
で
説
く
こ
と
、
そ
れ
が
皆
あ
な
た
の
解
脱
の
姿
な
の
だ
、
あ
な
た
の
解
脱
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
言
葉
や
文
字

に
出
て
く
る
の
だ
、
舎
利
弗
、
あ
な
た
が
し
や
、
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
解
脱
の
相
が
そ
こ
に
現
れ
て
く
る
の
で
す
。
文
字
を
離

れ
て
解
脱
を
説
く
こ
と
は
不
可
能
、
だ
か
ら
、
あ
な
た
、
お
っ
し
ゃ
い
お
っ
し
ゃ
い
、
お
話
し
し
な
さ
い
、
と
こ
う
天
女
は
舎
利
弗
に
勧

め
て
い
る
の
で
す
。
一
行
目
の
方
は
、
舎
利
弗
の
御
安
心
と
で
も
い
う
尋
へ
き
も
の
、
解
脱
は
言
葉
を
越
え
た
も
の
、
こ
れ
全
く
正
し
い
で

す
ね
。
本
当
の
真
理
は
不
完
全
な
人
間
の
言
葉
で
表
し
う
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
不
可
言
説
と
か
不
可
思
議
と
か
い
う
の
が
そ
れ
で
、
言

葉
に
表
わ
し
え
な
い
（
不
可
言
説
）
、
あ
る
い
は
思
議
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
不
可
思
議
）
で
す
。
だ
か
ら
私
何
と
言
っ
て
い
い
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
、
こ
こ
ま
で
は
舎
利
弗
の
真
実
と
い
っ
て
い
い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
天
女
の
方
は
そ
れ
を
突
き
破
っ
て
、
言
葉
で
は

表
せ
な
い
そ
こ
を
突
き
破
っ
て
、
も
う
一
つ
上
に
出
て
逆
に
で
す
ね
、
言
葉
に
表
し
て
初
め
て
あ
な
た
の
解
脱
が
成
り
立
つ
。
あ
な
た
の

解
脱
の
相
は
言
葉
に
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
出
て
く
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
一
行
目
の
舎
利
弗
と
二
行
目
の

天
女
と
は
や
は
り
逆
説
的
な
関
係
で
結
ば
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
か
ら
、
『
維
摩
経
』
で
は
例
の
維
摩
の
沈
黙
と
い
う
の
が
有
名
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
入
不
二
法
門
と
い
う
、
チ
ベ
ッ
ト
訳

で
は
第
八
章
に
あ
た
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
三
十
一
人
の
菩
薩
達
が
、
「
不
二
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
一
人
づ
っ
自
分
の
了

解
を
述
、
へ
て
い
く
。
そ
し
て
最
後
に
文
殊
菩
薩
が
、
そ
こ
に
記
し
ま
し
た
よ
う
に
、

無
言
、
無
説
、
無
示
、
無
識
、
諸
々
の
問
答
を
離
る
（
無
言
、
無
説
、
無
示
、
無
識
、
離
諸
問
答
）

こ
れ
が
「
不
二
」
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
申
し
ま
す
。
言
葉
に
は
表
さ
れ
な
い
、
説
か
れ
る
こ
と
が
な
い
、
示
す
こ
と
も
な
く
、
識
る

こ
と
も
な
い
、
従
っ
て
問
う
こ
と
も
答
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
そ
れ
が
「
不
二
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
最
後
に
、
そ
れ

で
は
維
摩
、
貴
方
は
ど
う
な
の
で
す
か
、
ど
う
お
考
え
で
す
か
、
と
こ
う
尋
ね
た
。
そ
れ
に
対
し
て
維
摩
は
黙
っ
て
、
一
言
も
し
ゃ
べ
ら

な
か
っ
た
。
文
殊
の
無
言
無
説
と
い
う
こ
と
を
地
で
行
っ
て
い
る
。
こ
の
維
摩
の
沈
黙
が
こ
の
経
典
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
だ
と
い
う
よ
う

に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
私
、
必
ず
し
も
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。
沈
黙
ど
こ
ろ
か
、
維
摩
は
こ
の
経
で
し
や
、
ヘ
リ
ま
く
っ
て
い
て
、
そ
れ
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が
ほ
ん
と
う
で
す
。
天
女
の
申
｛

沈
黙
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
の
子
供
の
頃
に
、
島
地
黙
雷
と
い
う
偉
い
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
島
地
大
等
先
生
の
御
尊
父
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
〃
黙
雷
″
と

い
う
お
名
前
が
こ
の
『
維
摩
経
』
か
ら
来
て
お
る
言
葉
で
す
ね
。
と
言
う
の
は
、
そ
の
次
に
記
し
ま
し
た
よ
う
に
、

維
摩
の
一
黙
、
雷
の
如
し
（
維
摩
一
黙
、
如
雷
）

と
い
う
言
葉
が
あ
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
経
典
に
出
て
い
る
言
葉
で
は
な
く
、
中
国
か
日
本
で
出
来
上
が
っ
た
言
葉
の
よ
う
で
す
が
、

な
か
な
か
面
白
い
。
維
摩
が
一
言
も
発
せ
ず
、
じ
－
と
黙
っ
て
い
る
そ
の
沈
黙
が
、
雷
が
ど
ろ
ど
ろ
と
鳴
る
よ
う
に
部
屋
じ
ゅ
う
に
鳴
り

響
い
た
と
い
う
、
そ
れ
が
「
一
黙
、
雷
の
如
し
」
で
す
。
沈
黙
が
鳴
り
響
く
と
は
、
ま
さ
に
。
ハ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
す
が
、
こ
れ
は
こ
の
ま
ま

否
定
と
い
う
の
は
、
こ
の
岸
、
此
岸
を
否
定
し
て
彼
岸
へ
、
向
こ
う
岸
へ
行
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
遠
離
微
土
、
欣
求
浄
土
」
と
い

う
と
き
の
「
遠
離
」
、
こ
の
世
界
を
否
定
し
て
浄
土
へ
参
り
た
い
と
い
う
、
す
ぺ
て
の
人
の
願
い
が
そ
れ
で
す
。
現
在
の
我
々
の
在
り
方
、

こ
の
煩
悩
に
満
ち
て
い
る
あ
り
方
、
こ
れ
を
否
定
し
て
向
こ
う
の
高
き
へ
昇
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
否
定
と
い
う
こ
と
は
向
上
の
方

も
よ
ろ
し
い
。
こ
（

と
い
う
こ
と
で
す
。

で
も
一
応
理
解
で
き
そ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
以
上
述
べ
て
参
り
ま
し
た
こ
の
よ
う
な
。
〈
ラ
ド
ッ
ク
ス
や
、
あ
る
い
は
謎
め
い
た
表
現
と
い
う
も
の
が
、
実
は
大
乗
仏
教

の
教
理
に
は
甚
だ
多
い
の
で
す
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
っ
た
ら
い
い
か
、
そ
の
理
解
の
助
け
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
何
か
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
問
題
に
対
し
ま
し
て
近
ご
ろ
し
き
り
に
考
え
て
お
り
ま
す
こ
と
を
以
下
に
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

教
理
そ
の
も
の
に
し
ま
し
て
も
、
経
典
や
論
典
の
表
現
に
し
ま
し
て
も
、
否
定
的
な
表
現
と
肯
定
的
な
表
現
と
が
あ
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
基
本
的
に
否
定
の
方
向
・
向
上
の
方
向
と
肯
定
の
方
向
・
向
下
の
方
向
と
、
二
つ
の
逆
の
方
向
が
あ
る
、
と
い
っ
て

も
よ
ろ
し
い
。
こ
の
二
つ
の
逆
の
方
向
を
経
論
の
表
現
の
上
に
つ
き
と
め
て
見
る
こ
と
が
、
理
解
の
手
懸
か
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
、

天
女
の
申
す
と
お
り
、
そ
れ
が
彼
の
悟
り
で
す
か
ら
。
し
か
し
と
に
か
く
、
究
極
点
を
示
す
も
の
と
し
て
、
維
摩
の

戸の
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否
定
の
方
向
と
い
う
の
は
、
仏
教
の
最
初
か
ら
釈
尊
の
色
々
な
教
説
、
例
え
ば
無
常
と
か
無
我
と
か
、
こ
れ
が
み
な
否
定
で
す
、
否
定

の
表
現
で
す
。
す
今
へ
て
が
無
常
で
あ
る
、
無
我
で
あ
る
と
い
う
、
そ
こ
か
ら
大
乗
時
代
に
な
っ
て
龍
樹
に
よ
っ
て
空
性
と
い
う
新
し
い
立

場
が
打
ち
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
「
色
即
是
空
」
の
空
で
す
ね
。
こ
れ
が
否
定
の
方
向
、
向
上
の
方
向
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

肯
定
の
方
向
、
つ
ま
り
向
下
的
な
方
向
と
い
う
の
は
、
お
浄
土
か
ら
ま
た
こ
の
娑
婆
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
方
向
で
す
ね
。
彼
岸
か
ら
此

岸
へ
帰
っ
て
く
る
、
空
性
か
ら
有
の
世
界
へ
出
て
く
る
と
い
う
、
そ
れ
が
肯
定
の
方
向
、
向
下
的
な
方
向
で
す
。

た
と
え
ば
「
法
と
法
性
」
、
烏
胃
目
色
と
目
胃
日
口
薗
と
い
う
文
字
が
あ
り
ま
す
。
も
の
と
、
も
の
の
本
質
と
し
て
の
法
性
で
、
い
わ

ば
事
と
理
に
相
当
す
る
と
い
っ
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
も
、
法
か
ら
法
性
へ
と
い
う
向
上
的
な
意
味
と
、
逆
に
法
性
か
ら

法
へ
と
い
う
向
下
的
な
方
向
と
が
両
者
の
関
係
と
し
て
見
ら
れ
る
。
両
者
は
単
に
並
列
的
に
述
舎
へ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う

方
向
付
け
で
も
っ
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

今
、
法
性
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
法
界
も
や
は
り
同
じ
く
高
い
立
場
で
す
ね
。
こ
れ
に
対
す
る
も
の
を
衆
生
界
と
言
っ
て
い

い
か
ど
う
か
、
よ
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
衆
生
界
か
ら
抜
け
出
て
法
界
へ
入
る
と
い
う
こ
と
も
云
え
そ
う
で
す
。
法
性
と
か
法
界
と
か

と
い
う
の
は
、
空
性
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、
高
く
は
あ
る
が
抽
象
的
な
世
界
で
す
。
我
々
の
普
通
の
衆
生
の
世
界
は
、
そ
れ
に
対
し
て
具

体
的
な
世
界
で
す
。
向
下
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う
抽
象
的
な
世
界
か
ら
、
も
一
度
人
間
性
が
回
復
さ
れ
、
衆
生
界
へ
降
り
て
く
る
こ
と

で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
や
は
り
経
典
な
り
論
典
な
り
に
色
々
説
か
れ
て
い
る
と
こ
う
思
う
ん
で
す
ね
。
法
界
の
抽
象
的
な
世
界
か
ら
降

り
て
く
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
仏
陀
が
菩
薩
と
し
て
現
れ
、
さ
ら
に
人
間
の
形
を
と
っ
て
生
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
界
か
ら
降

り
て
人
間
性
が
回
復
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
愛
と
か
憎
し
み
だ
と
か
と
い
う
煩
悩
の
世
界
が
、
向
下
の
方
向
に
お
い
て
そ
の
ま

ま
肯
定
さ
れ
、
同
感
さ
れ
、
い
と
し
く
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
肯
定
の
方
向
は
そ
れ
の
逆
で
、
逆
に
こ
ち
ら
に
帰
っ
て
く
る
、
向
下
と

い
う
意
味
で
す
ね
。

63



皆
さ
ん
す
で
に
御
気
付
き
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
二
つ
の
方
向
で
教
理
の
面
を
考
え
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
曇
簿
さ
ん

か
ら
頂
い
た
も
の
で
す
。
「
往
相
回
向
、
還
相
回
向
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
曇
鴬
と
い
う
方
は
、
六
世
紀
の
人
で
す
が
、
大

変
に
透
徹
し
た
眼
を
持
っ
た
偉
い
方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
の
往
相
と
か
還
相
と
か
、
あ
る
い
は
向
上
と
か
向
下
と
か
と
い
う
言
葉
は
、

イ
ン
ド
の
典
籍
に
は
、
ち
ょ
っ
と
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
内
容
は
イ
ン
ド
の
大
乗
仏
教
に
幾
ら
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
術
語

化
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
掘
り
起
こ
し
て
、
往
相
、
還
相
と
い
う
こ
と
を
、
『
浄
土
論
註
』
で
明
ら
か
に
さ
れ
ま

し
た
。
大
変
に
優
れ
た
、
偉
い
方
で
す
。

例
え
ば
「
上
求
菩
提
下
化
衆
生
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
は
子
供
の
時
か
ら
何
度
か
耳
に
た
こ
が
出
来
る
く
ら
い
聞

か
さ
れ
て
、
こ
れ
が
仏
教
だ
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
上
求
菩
提
、
つ
ま
り
上
に
向
か
っ
て
は
菩
提
を
求
め
、
下
化
衆
生
、
下
に

向
か
っ
て
は
衆
生
を
教
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
こ
れ
が
、
な
ん
と
な
く
バ
ラ
バ
ラ
だ
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。
上
求
と

下
化
と
は
、
全
く
別
な
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
何
か
識
ハ
ラ
《
ラ
な
二
つ
の
も
の
が
集
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
。
菩
提
を
求
め
る
の

が
仏
教
な
の
か
、
そ
れ
と
も
人
々
を
教
化
す
る
の
が
仏
教
な
の
か
、
ど
ち
ら
が
ほ
ん
と
う
の
仏
教
な
ん
だ
、
と
い
う
疑
問
を
持
っ
た
も
の

で
す
。
し
か
し
こ
の
二
つ
は
、
や
は
り
無
関
係
で
は
な
く
、
一
連
の
も
の
で
す
。
向
上
が
あ
っ
て
向
下
が
あ
り
、
向
下
が
あ
っ
て
ほ
ん
と

う
の
向
上
が
あ
る
。
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
向
上
の
方
向
が
否
定
の
方
向
で
す
。
そ
の
否
定
に
否
定
を
重
ね
、
絶
対
否
定
に
ま
で
到
達

す
る
、
そ
れ
が
本
当
の
空
性
と
い
う
も
の
で
あ
る
は
ず
で
す
ね
。
こ
れ
は
龍
樹
が
行
っ
た
仕
事
で
す
。
龍
樹
が
『
中
論
』
そ
の
他
で
明
ら

か
に
し
た
の
は
、
そ
う
い
う
向
上
の
否
定
、
そ
の
究
極
の
空
性
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
向
上
の
道
を
本
当
に
昇
り
詰
め
た
ら
、
後

は
降
り
る
だ
け
が
仕
事
に
な
る
わ
け
で
す
。
富
士
山
へ
昇
っ
て
頂
上
を
極
め
た
ら
後
は
帰
る
だ
け
。
ど
う
し
て
も
帰
ら
な
き
ゃ
な
ら
ん
。

空
性
が
そ
の
頂
上
で
す
。
そ
の
頂
上
か
ら
向
下
的
な
方
向
が
始
ま
る
。
そ
こ
に
は
上
求
菩
提
と
い
う
向
上
的
な
方
向
か
ら
転
じ
て
下
化
衆

生
と
い
う
方
向
へ
の
転
機
が
あ
る
。
で
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
方
向
で
は
、
空
性
が
頂
上
と
な
り
転
換
点
と
な
っ
て
、
向
上
と
向
下
の
二

つ
の
方
向
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
ね
。
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要
す
る
に
、
向
上
否
定
と
、
向
下
肯
定
の
両
方
の
意
味
が
、
ど
う
し
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
ち
ら
か
一
方
の
方
向
だ
け
で
は
い

け
な
い
、
不
十
分
で
あ
っ
て
、
両
方
の
方
向
が
必
ず
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
更
に
難
し
い
こ
と
に
は
、
両
方
の
方
向
が
実
は
即
一

だ
、
つ
ま
り
、
向
上
即
向
下
だ
と
い
う
意
味
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
三
論
宗
あ
た

り
で
で
き
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
「
真
空
妙
有
」
と
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
、
真
空
の
方
は
あ
る
が
、
妙
有

と
い
う
方
は
余
り
出
て
参
り
ま
せ
ん
。
真
空
と
妙
有
と
、
こ
れ
が
や
は
り
向
上
と
向
下
の
二
つ
の
方
向
を
如
実
に
示
し
て
い
ま
す
。
否
定

の
極
、
真
空
に
到
達
し
、
そ
こ
に
妙
有
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
が
、
「
真
空
、
そ
れ
故
妙
有
」
で
あ
る
の
か
、
例

え
ば
８
四
８
》
の
品
○
ｍ
戸
日
（
我
れ
考
う
、
故
に
我
れ
あ
り
）
と
い
う
場
合
の
①
晶
○
「
故
に
」
が
そ
こ
に
入
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、

真
空
、
妙
有
、
の
二
つ
を
た
だ
、
並
令
へ
て
言
う
だ
け
な
の
か
。
し
か
し
そ
の
間
に
何
か
内
面
的
な
連
関
が
あ
り
、
そ
れ
が
向
上
即
向
下
の

意
味
だ
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
。

こ
の
二
つ
の
方
向
を
最
も
適
切
に
、
端
的
に
代
表
し
て
い
る
の
は
「
智
慧
」
と
「
慈
悲
」
と
い
う
二
つ
の
言
葉
で
す
。
「
智
」
、
般
若
の

智
、
そ
こ
に
向
上
的
否
定
的
な
方
向
が
あ
り
、
仏
の
大
悲
、
そ
れ
が
衆
生
へ
向
っ
て
の
向
下
的
肯
定
的
同
感
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

智
慧
と
方
便
と
か
智
慧
と
大
悲
と
か
と
い
う
も
の
は
、
車
の
両
輪
の
ご
と
く
、
あ
る
い
は
烏
の
翼
の
ご
と
く
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
二

つ
が
必
ず
無
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
二
つ
が
無
け
れ
ば
完
全
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
し
き
り
に
申
し
ま
す
の
は
、
と
か
く
そ
の
一
方

だ
け
に
重
点
が
置
か
れ
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
す
。

浄
土
教
な
ど
の
場
合
は
、
往
生
浄
土
だ
け
が
大
事
で
、
こ
の
世
へ
の
還
相
な
ど
は
余
り
表
面
に
出
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
．
Ｉ
私
、
素
人
で
よ
く
は
存
じ
ま
せ
ん
が
．
一
方
だ
け
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
向
上
的
な
方
向
、
例
え
ば

天
国
と
か
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
生
ま
れ
る
な
ど
の
こ
と
は
、
ど
の
宗
教
で
も
み
な
強
調
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
還
相
の
方
向
、
こ
の
世

へ
帰
っ
て
く
る
、
こ
の
肉
体
を
も
っ
て
煩
悩
に
包
ま
れ
て
お
る
こ
の
体
が
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
、
そ
こ
に
救
い
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な

向
下
的
な
方
向
に
つ
い
て
は
、
割
合
に
関
心
が
薄
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
わ
れ
ま
す
。
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と
こ
ろ
で
仏
陀
の
生
涯
を
見
て
み
ま
し
て
も
、
そ
う
い
う
向
上
的
な
方
向
、
つ
ま
り
自
利
の
方
向
と
、
向
下
的
な
方
向
、
利
他
の
方
向

が
見
ら
れ
ま
す
。
釈
尊
が
ブ
ダ
ガ
ャ
で
悟
り
を
開
か
れ
る
ま
で
は
、
自
利
行
の
向
上
の
一
路
で
す
。
そ
し
て
、
三
十
五
歳
で
正
覚
を
成
じ
、

自
利
の
目
的
を
達
成
し
た
か
ら
、
こ
の
ま
ま
で
浬
藥
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
一
時
は
そ
う
も
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
か
ら
以
後
の
四
十
五
年
の
説
法
、
こ
れ
は
向
下
的
な
方
向
で
す
。
先
程
の
天
女
は
舎
利
弗
に
「
話
し
な
さ
い
。
そ
れ
が
悟
り
だ
」

と
勧
め
た
の
で
す
が
、
説
法
と
い
う
の
は
、
釈
尊
の
悟
り
が
言
葉
に
現
れ
る
こ
と
で
す
。
説
法
が
な
け
れ
ば
仏
教
に
は
な
ら
ん
で
す
ね
。

釈
尊
の
八
十
年
の
生
涯
と
い
う
も
の
を
、
ひ
た
す
ら
向
上
す
る
八
十
年
と
し
て
理
解
し
が
ち
で
す
が
、
ど
う
も
そ
こ
に
屈
折
が
あ
る
。
三

十
五
歳
ま
で
の
前
半
と
そ
れ
以
後
の
伝
道
の
四
十
五
年
間
と
は
意
味
が
違
っ
て
い
て
、
向
上
か
ら
向
下
の
方
向
へ
の
折
れ
曲
り
が
そ
こ
に

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ず
う
っ
と
八
十
歳
ま
で
、
釈
尊
の
人
格
は
ど
ん
ど
ん
磨
か
れ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
向
上
し
な
が
ら
説
法
と
い
う

向
下
の
方
向
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

釈
尊
が
三
十
五
歳
で
悟
り
を
開
か
れ
た
時
、
沈
黙
を
守
っ
て
そ
の
ま
ま
浬
藥
に
入
ろ
う
と
さ
れ
た
。
甚
深
の
法
を
説
い
て
も
、
誰
に
も

理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
説
法
は
無
駄
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
浬
藥
に
入
ろ
う
と
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
実
際
に
は
説
法

が
行
わ
れ
、
従
っ
て
仏
教
と
い
う
も
の
が
出
来
上
が
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
向
上
的
な
自
利
行
が
完
成
さ
れ
、
目
的
が
達
せ
ら
れ
た
の
だ
か

ら
、
こ
の
ま
ま
浬
藥
に
入
ろ
う
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
当
然
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
小
乗
的
な
浬
藥
、
小
乗
的
な
悟
り
で

す
。
い
わ
ゆ
る
灰
身
滅
智
と
い
う
、
煩
悩
を
断
っ
た
浬
梁
で
す
。
と
こ
ろ
が
大
乗
的
な
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
そ
の
浬
梁
の
空
性
か
ら
出

雪嘱
印や
晶邸
胤仙

利
他
行
、
仏
の
大
悲
は
、
空
性
を
透
過
し
、
空
性
か
ら
向
下
的
に
ほ
と
ば
し
っ
た
も
の
、
と
い
う
よ
う

ま
だ
透
過
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
空
性
以
前
の
段
階
、
こ
の
左
側
の
矢
の
段
階
で
も
、
人
を
愛
す
る

と
か
と
い
う
こ
と
は
色
々
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
本
当
の
意
味
の
利
他
行
に
は
な
ら
な
い
。
真
の

、
煩
悩
を
断
っ
た
浬
梁
で
す
。
と
こ
ろ
が
大
乗
的
な
考
え
方
か
ら
す
る
と
、
そ
の
浬
梁
の
空
性
か
ら
出

て
初
め
て
真
の
利
他
行
と
い
う
も
の
が
始
ま
る
。
我
々
に
も
利
他
行
ら
し
い
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な

い
が
、
そ
れ
は
本
当
の
意
味
の
利
他
行
で
は
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
す
。
何
故
か
と
言
え
ば
、
空
性
を

〆〆
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こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
つ
い
で
に
お
話
し
し
ま
す
が
、
先
日
京
都
賞
の
授
賞
式
に
出
席
し
ま
し
た
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
ポ
ー
ル
・

テ
ィ
ー
メ
教
授
も
受
賞
な
さ
い
ま
し
た
が
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
学
者
、
ま
だ
六
十
歳
ば
か
り
の
方
も
受
賞
な
さ
い
ま
し

た
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
さ
ん
の
学
問
は
、
私
そ
れ
ま
で
何
に
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
８
習
旨
ぐ
①
⑱
ａ
の
ロ
８
認
知
科
学
と
い
う
も
の

だ
そ
う
で
す
。
基
礎
的
に
人
間
の
頭
の
構
造
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
法
理
論
を
構
成
さ
れ
た
の
だ
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
の
言

葉
は
い
ろ
い
ろ
違
っ
て
お
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
頭
の
構
造
に
は
普
遍
的
な
共
通
な
文
法
理
論
が
あ
る
と
い
う
仮
説
で
も
っ
て
新
し
い
理

も
う
時
間
が
な
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
あ
と
は
全
部
省
略
致
し
ま
す
が
、
た
だ
一
つ
、
こ
の
二
つ
の
方
向
で
イ
ン
ド
の
大
乗
の
歴
史
を

考
え
て
み
ま
す
と
、
中
観
学
派
、
そ
れ
に
次
い
で
球
伽
行
唯
識
学
派
と
い
う
も
の
が
起
こ
っ
て
参
り
ま
し
た
。
中
国
で
言
え
ば
三
論
と
法

相
で
す
。
昔
の
仏
教
学
で
は
こ
の
三
論
と
法
相
と
は
対
立
し
た
別
々
の
考
え
方
、
一
方
は
空
の
立
場
、
他
方
は
有
の
立
場
で
あ
っ
て
、
相

矛
盾
し
た
別
な
立
場
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
法
相
な
ど
は
仏
性
を
説
か
な
い
か
ら
、
あ
れ
は
権
大
乗
だ
と
い
わ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
今
の
我
々
は
必
ず
し
も
そ
う
は
考
え
な
い
。
む
し
ろ
職
伽
行
唯
識
学
派
は
、
中
観
学
派
、
あ
る
い
は
龍
樹
の
空
性
を
全

面
的
に
受
け
入
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
更
に
一
歩
前
進
さ
せ
て
、
中
観
学
派
を
補
足
し
、
充
実
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
ふ
う
に

考
え
ま
す
。
職
伽
行
唯
識
学
派
で
は
い
ろ
い
ろ
な
新
し
い
理
論
が
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
識
論
だ
と
か
、
三
性
説
だ
と
か
、
あ
る
い
は
修

行
体
系
だ
と
か
仏
身
諭
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
新
し
い
理
論
展
開
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
中
観
学
派
を
補
う
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
中
観
学
派
で
は
そ
れ
ら
の
教
理
は
極
め
て
稀
薄
で
す
。
そ
れ
が
龍
樹
の
百
五
十
年
く
ら
い
後
の
無
著
や
世
親
等
に
よ

っ
て
、
新
し
く
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
龍
樹
の
空
性
は
向
上
の
方
向
の
極
致
で
あ
り
、
中
観
学
派
は
向
上
的
な
方
向
で
は
完
壁
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
瑞
伽
行
唯
識
学
派
の
方
は
、
そ
の
空
性
か
ら
出
発
し
て
、
向
下
的
な
方
向
で
い
ろ
い
ろ
な
教
理
が
展
開
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
向
上
と
向
下
が
相
互
に
相
補
い
、
大
乗
仏
教
が
完
成
の
域
に
達
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と

れ
て
き
た
。

田
心
い
ま
、
す
。

に
考
え
ら
れ
る
。
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い
わ
ゆ
る
宗
教
学
は
、
昔
は
昏
①
巳
○
閏
神
学
、
す
な
わ
ち
「
神
の
学
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
昏
の
○
め
神
を
中
心
に
し
て
考
え
て
い
く
、

識
で
は
な
く
神
の
学
で
す
。
と
こ
ろ
が
仏
教
で
は
、
ま
ず
人
間
の
心
の
動
き
、
識
が
ど
う
い
う
構
造
を
持
っ
て
お
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

丹
念
に
研
究
し
て
お
る
。
こ
れ
を
直
ち
に
向
下
的
と
言
っ
て
良
い
か
ど
う
か
は
問
題
で
す
が
、
神
を
見
る
の
で
は
な
く
て
む
し
ろ
人
間
の

心
を
調
べ
る
と
い
う
の
で
す
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
さ
ん
の
認
知
科
学
は
、
現
代
、
最
先
端
の
学
問
の
一
つ
で
、
学
際
的
に
哲
学
か
ら
言
語
学
、

心
理
学
あ
る
い
は
脳
生
理
学
な
ど
を
ひ
っ
く
る
め
た
学
問
で
す
。
そ
れ
と
は
性
格
も
幅
も
全
く
違
い
ま
す
が
、
同
じ
よ
う
な
認
知
の
学
問

が
、
紀
元
五
、
六
世
紀
ご
ろ
か
ら
仏
教
の
名
の
下
に
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
に
興
味
を

感
じ
ま
す
。
な
ぜ
識
を
問
題
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
や
は
り
そ
の
学
派
の
方
向
付
け
を
し
て
お
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
向
上

で
あ
る
の
か
、
向
上
と
同
時
に
向
下
で
あ
る
の
か
、
次
に
述
べ
る
問
題
と
も
関
係
致
し
ま
す
。

中
観
に
対
し
て
琉
伽
行
唯
識
学
派
と
い
う
も
の
が
補
足
的
な
意
味
を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
大
乗
が
初
め
て
完
成
し
た
。
先
程
か
ら
申

そ
う
で
す
。
と
申
し
ま

「
識
論
」
、
識
に
つ
い
イ

、
ｇ
①
ロ
８
認
知
論
で
す
。

①

私
が
特
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、
初
め
て
知
っ
た
の
で
す
が
、
８
四
〕
昼
ぐ
①
ｍ
巳
①
ロ
８
認
知
科
学
と
い
う
も
の
が
学
問
の
一
分
野
と
な
っ

て
い
る
こ
と
で
す
。
実
は
私
は
、
唯
識
と
い
う
場
合
の
識
且
目
画
四
と
い
う
字
を
で
す
ね
、
英
語
で
は
８
習
旨
○
口
と
い
う
字
で
訳
す

る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。
認
知
科
学
の
８
習
旨
ぐ
①
と
同
じ
文
字
で
す
。
識
は
普
通
は
、
８
口
の
。
］
○
口
目
①
、
、
な
ど
と
訳
さ
れ
、
唯
識
を

８
口
の
ｅ
ｏ
ｍ
ｐ
①
闇
・
口
々
な
ど
と
い
い
ま
す
が
、
私
は
む
し
ろ
、
８
瞥
昌
○
口
と
い
う
字
を
使
う
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。
偶
然
に
同
じ
文

字
で
あ
る
こ
と
に
興
味
を
感
じ
ま
し
た
。
と
す
る
と
、
聡
伽
行
唯
識
学
派
は
、
大
昔
に
認
知
科
学
を
や
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

そ
う
で
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
唯
識
論
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
は
、
唯
の
字
が
な
く
、
且
目
ロ
四
‐
乱
§
と
い
い
ま
す
。
す
な
わ
ち

「
識
論
」
、
識
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
○
○
習
旨
○
国
善
①
○
ｑ
と
訳
し
て
も
い
い
わ
け
で
し
ょ
う
ね
。
つ
ま
り
、
８
習
昌
○
口

論
を
立
て
た
の
だ
そ
う
で
、
こ
れ
が

貢
献
を
な
す
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

８
日
恒
昇
の
Ｈ
ｍ
Ｂ
①
邑
○
①
だ
と
か
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
人
工
頭
脳
を
作
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
に
大
き
な
粥



と
申
し
ま
す
の
は
、
例
え
ば
で
す
ね
、
二
、
三
年
前
カ
ナ
ダ
に
お
り
ま
し
た
時
に
或
る
人
の
講
演
を
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
こ
う
い

う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
・
人
間
の
知
識
は
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
は
、
目
と
か
耳
と
か
の
五
官
に
よ
っ
て
捉
え
る
知
（
百
○
乱
①
侭
の

昏
割
○
口
瞥
昏
の
い
①
己
の
の
い
）
、
感
官
知
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
次
は
、
推
理
に
よ
る
（
ｇ
Ｈ
ｏ
口
答
Ｈ
①
儲
○
ロ
）
知
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て

も
う
ひ
と
つ
最
後
に
直
感
知
（
庁
言
○
口
瞥
旨
冨
旨
○
画
）
で
す
。
第
一
が
、
感
官
に
よ
る
知
。
第
二
は
、
理
性
的
・
理
論
的
な
推
理
に
よ
る

知
、
そ
し
て
第
三
は
、
そ
れ
ら
と
は
無
関
係
に
直
感
知
。
宗
教
的
な
場
面
で
は
こ
の
第
三
の
直
感
知
が
非
常
に
重
要
だ
と
い
う
お
話
で
し

た
。
こ
の
知
の
分
類
は
一
般
に
認
め
ら
れ
る
常
識
的
な
、
し
か
し
正
し
い
分
類
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
初
め
の
感
官
知
は
、
仏
教
で

い
え
ば
「
現
量
」
（
買
鼻
冨
一
ぶ
“
）
が
そ
れ
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
推
理
知
は
、
「
比
量
」
（
自
巨
昌
曽
妙
）
に
当
る
で
し
ょ
う
。
陳
那
な
ど
は
、

し
ま
す
よ
う
に
、
向
上
の
方
向
と
向
下
の
方
向
と
両
方
が
ど
う
し
て
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
悲
が
な
け
れ
ば
仏
教
に
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。
両
方
が
完
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
乗
仏
教
が
成
立
し
た
。
そ
の
、
中
観
に
対
し
て
琉
伽
行
唯
識
学
派
が
補
っ
て
完

備
さ
せ
た
と
い
う
の
は
、
何
に
よ
っ
て
か
と
言
え
ば
、
今
の
識
論
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、
仏
智
論
、
仏
の
智
慧
に
関
す
る
考
察
な
ど
も
す

尋
へ
て
そ
う
で
す
。
そ
の
中
で
私
は
特
に
「
後
得
智
」
と
い
う
も
の
に
注
意
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

後
得
智
と
い
う
の
は
無
分
別
智
か
ら
後
に
で
て
き
た
智
で
、
こ
れ
は
他
所
で
は
殆
ど
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
。
プ
リ
ン
ト
に
記
し
て

あ
り
ま
す
よ
う
に
加
行
智
、
こ
れ
は
前
段
階
、
そ
れ
か
ら
根
本
無
分
別
智
、
こ
れ
が
本
物
、
そ
し
て
最
後
に
後
得
（
無
分
別
）
智
で
す
が
、

図
の
矢
印
で
い
え
ば
、
向
上
の
矢
印
が
加
行
智
、
そ
の
頂
上
が
根
本
無
分
別
智
、
そ
し
て
向
下
の
矢
印
が
後
得
智
、
そ
う
い
う
関
係
で
考

え
ら
れ
ま
す
。
後
得
智
と
い
う
言
葉
も
、
我
々
学
生
時
代
か
ら
始
終
遭
遇
し
、
あ
あ
そ
う
い
う
智
も
あ
る
ん
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
智
が
あ
る

中
で
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
だ
、
と
だ
け
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
方
向
な
ど
は
考
え
て
お
ら
な
い
。
そ
の
方
向
付
け
や
、
ど
う
い
う
理

由
で
後
得
と
い
わ
れ
る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
考
え
な
い
ま
ま
で
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
無
分
別
智
す
な
わ
ち

空
性
の
智
と
は
別
に
、
そ
れ
か
ら
の
後
得
智
と
い
う
も
の
を
特
に
考
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
無
著
の
『
摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
非

常
に
大
き
な
功
績
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
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こ
の
現
量
と
比
量
と
二
つ
の
知
だ
け
で
よ
ろ
し
い
、
そ
れ
が
知
識
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
に
は

第
三
に
直
感
知
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
こ
こ
で
「
根
本
無
分
別
智
」
と
い
っ
た
も
の
に
当
り
ま
す
。
直
感
で
す
か
ら
無
分
別

で
す
。
で
「
感
官
知
や
推
理
知
は
最
初
の
加
行
智
に
当
り
ま
す
ね
。
我
々
は
色
々
努
力
し
て
、
根
本
智
を
獲
得
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
悟

り
を
得
よ
う
と
し
て
、
あ
あ
で
も
な
い
こ
う
で
も
な
い
と
考
え
て
い
く
。
そ
れ
が
感
官
知
で
も
あ
れ
ば
推
理
知
で
も
あ
っ
て
、
こ
の
二
つ

は
加
行
智
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
第
三
の
直
感
知
は
、
極
速
頓
悟
の
根
本
無
分
別
智
に
当
て
は
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
後
得
智
が
こ
こ
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
、
後
得
智
は
全
く
無
い
で
す
ね
。
し
か
し
そ
れ
で
は
直
感
知
で
真
理
が
直
感
さ

れ
た
、
そ
の
後
で
、
そ
れ
が
ど
う
働
く
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
分
類
で
は
何
も
出
て
ま
い
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
無
分
別
智
の
悟
り
は
、

そ
の
後
も
縦
横
に
は
た
ら
き
続
け
る
の
で
す
。
そ
れ
が
後
得
智
の
世
界
で
あ
り
、
維
摩
の
お
し
や
ゞ
ヘ
リ
の
世
界
で
す
。
も
し
そ
れ
が
、
加

行
智
の
方
へ
後
返
り
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
何
に
も
な
ら
な
い
。
後
得
智
は
加
行
智
と
同
じ
よ
う
に
分
別
智
で
す
が
、
空
性
を
透
過

し
て
お
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
“
「
後
得
清
浄
世
間
智
」
と
い
わ
れ
、
世
間
智
で
あ
り
分
別
智
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
清
浄
な
る
世
間
智
と
い

う
も
の
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
に
空
性
か
ら
の
向
下
的
な
方
向
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。

『
中
論
』
の
四
諦
品
第
二
十
四
の
十
八
偶
に
も
二
つ
の
方
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
お
約
束

の
時
間
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
れ
は
省
略
し
ま
す
。
私
の
考
え
て
い
る
向
上
・
向
下
の
二
つ
の
方
向
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い

ろ
な
教
理
と
か
教
義
と
か
と
い
う
も
の
を
た
だ
横
に
並
べ
て
眺
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
が
縦
に
ど
の
よ
う
な
方
向
に
向
か
っ
て

説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
見
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
『
般
若
経
』
や
「
維
摩
経
』
の
先
程

申
し
ま
し
た
よ
う
な
謎
め
い
た
言
葉
に
し
て
も
、
少
し
は
理
解
に
近
づ
き
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
お
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
御
清
聴
頂
き
ま
し
て
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
対
し
て
色
を
教
え
を
頂
け

た
ら
た
い
へ
ん
に
有
り
難
い
と
存
じ
ま
す
。

（
本
稿
は
一
九
八
八
年
二
一
月
六
日
に
行
わ
れ
た
仏
教
学
会
公
開
講
演
会
に
お
け
る
筆
録
を
長
尾
先
生
に
加
筆
訂
正
し
て
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。
）
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