
本
稿
は
「
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
四
十
七
号
（
一
九
八
八
年
五
月
）

に
掲
載
さ
れ
た
ヅ
ル
テ
ィ
ム
・
ケ
サ
ン
氏
に
よ
る
同
名
の
和
訳
に
続
く

も
の
で
あ
る
。
氏
の
訳
さ
れ
た
序
論
に
当
た
る
箇
所
と
、
筆
者
が
こ
こ

に
和
訳
し
よ
う
と
す
る
本
論
に
相
当
す
る
箇
所
の
内
容
の
目
次
を
、
著

者
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
シ
ノ
ブ
シ
ス
に
従
っ
て
以
下
に
掲
示
し
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

六天四三二一

序
論

止
と
観
と
を
修
習
す
る
こ
と
の
功
徳

全
て
の
三
昧
は
止
観
に
含
ま
れ
る

止
と
観
と
の
本
質

止
と
観
と
の
両
方
を
修
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

修
習
の
順
序
が
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て

個
々
の
学
習
法

ラ
ム
リ
ム
チ
ェ
ン
モ
ー
止
の
章
）
の
和
訳
〔
〕

本
論

第
一
章
止
の
資
糧
に
依
る
筆
へ
き
こ
と

第
二
章
止
の
資
糧
に
基
づ
い
て
止
を
修
習
す
る
仕
方

第
一
節
珈
坐
に
お
け
る
身
体
の
姿
勢

第
二
節
修
習
の
順
序

一
、
過
失
の
な
い
三
昧
を
生
じ
る
方
法

日
心
を
所
縁
に
固
定
す
る
前
に
行
う
べ
き
こ
と

。
心
を
所
縁
に
固
定
す
る
時
に
行
う
べ
き
こ
と

①
明
蜥
な
心
を
安
住
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
の
所
縁
を
決
定

す
る
こ
と

凶
所
縁
の
概
説

⑧
所
縁
自
体
の
説
明

⑥
ど
う
い
う
人
が
如
何
な
る
事
物
を
所
縁
と
す
。
へ
き

⑥
所
縁
の
同
義
語

⑧
そ
の
場
合
そ
の
場
合
の
所
縁
を
確
認
す
る
こ
と

、
－
０
Ｊ

／

谷
信
千
代
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第
一
章
止
の
資
糧
に
依
る
べ
き
こ
と

〔
上
記
の
三
つ
の
内
〕
第
一
は
、
琉
伽
行
者
は
先
ず
最
初
に
、

容
易
に
且
つ
速
や
か
に
止
を
成
し
遂
げ
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
因

で
あ
る
止
の
資
糧
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
に
は
〔
以
下
の
よ
う
な
〕
六
つ
〔
の
資
糧
〕
が
あ
る
。

①
適
し
た
場
所
に
住
す
る
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
五
つ
の
利

点
を
備
え
た
場
所
で
あ
る
こ
と
。
即
ち
、
食
物
や
衣
服
弓
西
団
》

“
）
な
ど
が
大
し
た
苦
労
な
く
得
ら
れ
る
と
い
う
点
で
の
得
易
さ
と

い
う
こ
と
（
易
於
獲
得
）
と
、
猛
獣
な
ど
の
生
き
物
や
敵
対
す
る

も
の
な
ど
が
住
ん
で
い
な
い
と
い
う
点
で
住
所
が
善
い
と
い
う
こ

と
（
処
所
賢
善
）
と
、
疾
病
を
生
じ
な
い
土
地
で
あ
る
が
故
に
土

地
が
善
い
と
い
う
こ
と
（
地
土
賢
善
）
と
、
戒
と
思
想
（
見
）
と

を
同
じ
く
す
る
友
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
友
が
善
い
と
い

う
こ
と
（
伴
友
賢
善
）
と
、
昼
は
人
が
多
く
お
ら
ず
夜
は
静
か
で

第
一
〔
の
止
の
学
習
法
に
関
し
て
〕
は
三
つ
〔
の
説
明
す
べ
き

事
柄
〕
が
あ
る
。
止
の
資
糧
に
依
る
べ
き
こ
と
と
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
止
を
修
習
す
る
仕
方
と
、
修
習
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
止
が
完

成
す
る
基
準
と
で
あ
る
。

〔
本
論
〕

あ
る
と
い
う
点
で
善
い
こ
と
を
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
（
具
善

妙
相
）
と
で
あ
る
。

①

『
荘
厳
経
論
』
に
も
「
賢
者
が
行
ず
る
場
所
は
、
善
く
得
ら
れ
、

住
所
が
善
く
、
土
地
が
善
く
、
友
が
善
く
、
琉
伽
が
善
い
と
い
う

利
点
を
備
え
て
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

②
少
欲
。
衣
服
な
ど
佳
い
も
の
や
多
く
の
も
の
を
過
度
に
執
着

し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

③
知
足
。
衣
服
な
ど
粗
末
な
も
の
を
得
る
だ
け
で
常
に
足
る
を

知
る
こ
と
で
あ
る
。

側
多
事
を
排
す
る
こ
と
。
商
売
な
ど
の
〔
修
行
に
と
っ
て
〕
善

く
な
い
行
い
や
、
在
家
者
と
出
家
者
の
過
度
な
交
わ
り
や
、
医
療

や
占
星
（
属
画
縄
ゞ
四
）
な
ど
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。

⑤
清
浄
戒
。
別
解
脱
律
儀
と
菩
薩
律
儀
の
両
方
に
お
い
て
性
罪

（
そ
の
事
自
体
が
罪
で
あ
る
も
の
）
と
遮
罪
（
罪
を
引
き
起
こ
す

可
能
性
が
あ
る
た
め
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
）
と
に
関
す
る
学

処
を
破
壊
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
放
逸
の
故
に
〔
学
処
を
〕

破
る
時
に
は
、
速
や
か
に
悔
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
に
順
じ
て
繊

悔
す
る
。

⑥
欲
な
ど
の
分
別
の
放
棄
。
欲
に
対
し
て
、
殺
害
や
繩
縛
な
ど

の
現
世
で
の
Ｓ
，
浅
巳
災
い
を
所
縁
と
し
、
ま
た
悪
趣
に
行
く

こ
と
な
ど
の
来
世
で
の
災
い
を
所
縁
と
し
て
修
習
し
た
り
、
或
は
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輪
廻
の
事
物
は
好
ま
し
い
も
の
も
好
ま
し
く
な
い
も
の
も
全
て
減

す
る
弓
．
農
鍔
騨
）
性
質
が
あ
り
、
無
常
で
あ
る
。
必
ず
そ
れ
ら

全
て
と
自
分
と
は
遠
か
ら
ず
し
て
離
れ
て
い
く
の
に
、
自
分
は
ど

う
し
て
そ
れ
に
強
く
執
着
な
ど
し
よ
う
か
と
〔
考
え
て
〕
修
習
す

る
時
、
欲
の
分
別
は
全
て
放
棄
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

②

以
上
『
修
習
次
第
Ⅱ
』
の
意
図
に
従
っ
て
解
説
し
た
。
詳
し
く

③

は
『
声
聞
地
』
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
た
い
。
こ
の
よ
う
な
六
種
の

事
柄
は
、
優
れ
た
三
味
が
新
た
に
生
じ
、
生
じ
終
わ
っ
て
退
す
る

こ
と
な
く
住
し
、
そ
し
て
益
々
増
大
す
る
た
め
の
因
縁
の
要
点
と

な
る
も
の
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
清
浄
戒
と
、
欲
に
対

し
て
災
い
を
所
縁
と
し
て
観
ず
る
こ
と
と
、
適
し
た
場
所
に
住
す

る
こ
と
と
が
中
心
で
あ
る
。
〔
ア
テ
イ
ー
シ
ャ
の
第
一
の
弟
子
で

あ
る
〕
ゲ
シ
ェ
ト
ン
・
〈
（
ゞ
呼
○
日
里
ｏ
ｐ
５
息
］
盲
》
竃
ご
ロ
邑
智
秒
の
］

己
Ｅ
Ｉ
Ｓ
屋
）
は
「
我
々
は
教
え
（
教
誠
、
眉
邑
の
曾
）
〔
の
良
く
な

か
っ
た
こ
と
〕
だ
け
が
〔
止
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

こ
と
の
〕
原
因
で
あ
る
と
〔
と
も
す
れ
ば
〕
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

〔
優
れ
た
〕
教
え
の
み
を
求
め
て
三
昧
を
生
じ
る
こ
と
を
願
わ
な

い
。
そ
の
よ
う
な
〔
間
違
っ
た
考
え
は
〕
資
糧
に
住
し
な
い
こ
と

が
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
資
糧
と
は

前
記
の
六
つ
〔
の
事
柄
〕
な
ど
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
〔
六
波
羅

蜜
の
〕
初
め
の
四
〔
波
羅
蜜
〕
（
丙
．
患
い
巳
は
第
五
番
目
の
静

盧
〔
波
羅
蜜
〕
の
資
糧
と
な
る
。④

⑤

『
修
習
次
第
Ｉ
』
に
は
「
財
産
な
ど
に
対
す
る
欲
望
を
顧
み
ず

戒
に
善
く
住
し
、
苦
な
ど
を
忍
受
す
る
性
質
の
者
と
な
り
、
精
進

す
る
時
、
止
は
速
や
か
に
完
成
す
る
。
故
に
『
解
深
密
経
』
な
ど

の
中
に
も
〃
布
施
な
ど
〔
の
六
種
の
波
羅
蜜
〕
は
次
々
に
後
の
も

の
の
因
と
な
る
″
と
説
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑥

『
菩
提
道
灯
論
』
に
は
「
止
の
た
め
の
支
分
が
破
壊
さ
れ
て
お
れ

ば
、
如
何
に
精
進
し
て
数
千
年
を
経
よ
う
と
も
、
弓
．
蹟
吟
閣
）
三

昧
は
完
成
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
説
か
れ
る
。
従
っ
て
真
に
止
観

の
三
昧
を
成
し
遂
げ
よ
う
（
画
虜
ｅ
と
思
う
者
は
、
止
の
た
め
の

⑦

支
分
、
或
は
資
糧
、
つ
ま
り
『
声
聞
地
』
に
説
か
れ
る
十
三
〔
の

資
糧
〕
な
ど
に
努
め
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

第
二
章
止
の
資
糧
に
基
づ
い
て
止
を
修
習
す
る
仕
方

そ
れ
（
資
糧
）
に
基
づ
い
て
止
を
修
習
す
る
仕
方
に
は
、
加
行

（
止
を
修
習
す
る
た
め
の
準
備
）
と
正
行
（
止
の
実
践
）
と
の
二

つ
が
あ
る
。

前
者
に
お
い
て
は
、
前
記
の
加
行
の
六
法
〔
を
修
習
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
〕
、
特
に
菩
提
心
を
長
く
修
習
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
し
、
そ
の
（
菩
提
心
の
）
た
め
の
支
分
と
し
て
下
品
と
中
品
の⑧

有
情
に
共
通
の
所
縁
と
な
る
物
事
を
修
習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
節
珈
坐
に
お
け
る
身
体
の
姿
勢

⑨

前
者
に
関
し
て
は
『
修
習
次
第
Ⅱ
、
Ⅲ
』
に
説
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
極
め
て
滑
ら
か
で
安
楽
な
座
に
、
身
体
の
姿
勢
が
八
法
を

備
え
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
際
、
足
は
毘
盧
遮
那
仏
の
肋
坐
の
よ

う
に
全
珈
坐
で
あ
っ
て
も
或
は
半
伽
坐
（
属
出
謁
』
四
）
で
あ
っ
て

も
よ
い
。
眼
は
極
端
に
開
け
た
り
閉
じ
た
り
し
な
い
で
鼻
端
に
向

け
る
。
身
体
は
反
ら
し
過
ぎ
ず
屈
み
過
ぎ
ず
真
っ
す
ぐ
に
保
っ
て

念
を
内
に
定
め
て
座
る
べ
き
で
あ
る
。
肩
は
真
っ
す
ぐ
に
平
衡
に

保
つ
。
頭
は
挙
げ
過
ぎ
ず
下
げ
過
ぎ
ず
一
方
に
傾
か
な
い
よ
う
に

保
ち
、
鼻
か
ら
腰
に
至
る
ま
で
真
っ
す
ぐ
に
な
る
よ
う
に
す
る
。

歯
と
唇
は
自
然
な
状
態
に
す
る
。
舌
は
上
歯
に
近
づ
け
る
。
息
は

出
入
に
際
し
て
、
弓
も
農
ご
音
が
し
た
り
、
激
し
か
っ
た
り
、

乱
れ
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
出
入
り
が
知
覚
さ
れ
な
い
ほ
ど
ゆ
っ

く
り
と
且
つ
何
も
努
力
し
な
い
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑩

‐
『
声
聞
地
』
に
は
、
仏
が
認
め
ら
れ
た
肱
や
座
や
草
の
敷
物
の

上
に
珈
坐
を
組
ん
で
座
す
る
こ
と
に
は
五
つ
の
理
由
が
あ
る
こ
と

が
説
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
⑩
［
珈
坐
を
組
む
こ
と
に
よ
っ
‘
て
〕

後
者
に
関
し
て
は
、
身
体
を
ど
の
よ
う
な
姿
勢
に
保
っ
て
行
ず

る
か
と
い
う
こ
と
〔
の
説
明
〕
と
、
修
習
の
順
序
そ
の
も
の
の
説

明
と
の
二
つ
〔
の
説
明
が
必
要
〕
で
あ
る
。

第
二
節
修
習
の
順
序

修
習
の
順
序
の
説
明
に
関
し
て
は
、
殆
ど
の
道
次
第
〔
の
典

⑪

籍
〕
に
お
い
て
は
、
『
中
辺
分
別
論
』
に
説
か
れ
る
五
種
の
罪
を

断
ず
る
た
め
の
八
つ
の
行
（
八
断
行
）
に
よ
っ
て
止
を
達
成
す
る

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
ゲ
シ
ェ
・
ラ
ク
ソ
ル
パ
。
ｅ
鴨
９
房
の

身
体
が
ほ
ど
よ
く
緊
張
し
、
こ
の
姿
勢
（
威
儀
）
は
（
国
溢
ご
軽

安
が
生
ず
る
こ
と
に
順
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
〔
そ
れ
を
行
え

ば
〕
速
や
か
に
軽
安
が
生
ず
る
。
②
〔
伽
坐
を
組
ん
で
〕
坐
る
こ

と
に
よ
っ
て
長
時
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、
こ
の
姿
勢
の
故
に

そ
の
身
体
は
甚
だ
し
く
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
③
こ
の

姿
勢
は
外
道
や
別
の
思
想
家
と
共
通
の
も
の
で
は
な
い
。
側
こ

の
姿
勢
で
坐
し
て
い
る
の
を
他
の
人
が
見
る
と
、
極
め
て
信
頼
の

念
を
生
じ
る
。
⑥
こ
の
姿
勢
は
仏
と
仏
の
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て

認
め
ら
れ
依
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
五
つ
の

理
由
を
考
慮
し
て
珈
坐
を
組
ん
で
坐
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
の
で

あ
る
。身

体
を
真
っ
す
ぐ
に
保
つ
と
い
う
こ
と
は
、
惜
沈
や
睡
眠
を
生

じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
先
ず
最
初
に
身
体
の
八
種
の
姿
勢
、
取
り
分
け
呼
吸
の
調
整

（
属
．
賠
興
ｇ
を
指
示
通
り
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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層
ｍ
ｍ
ｏ
時
鷺
）
か
ら
伝
承
さ
れ
た
教
え
（
教
誠
）
に
よ
れ
ば
、
こ

⑫

の
上
に
更
に
『
声
聞
地
』
に
説
か
れ
る
六
種
の
力
と
四
種
の
作
意

と
九
種
の
心
に
よ
っ
て
〔
止
を
〕
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
が
説
か
れ
る
。

更
に
賢
者
ヨ
ン
テ
ン
タ
ク
白
。
ｐ
冨
冨
唱
侭
ｍ
）
は
「
九
種
類
の

心
を
安
住
さ
せ
る
た
め
の
方
便
が
四
種
の
作
意
に
含
ま
れ
る
こ
と

や
、
（
詞
鵠
、
〕
餌
）
六
種
の
罪
や
そ
の
対
治
で
あ
る
八
つ
の
行
が
全

て
の
三
昧
の
方
便
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
多
く
の
経

典
や
『
荘
厳
経
論
』
や
『
中
辺
分
別
論
』
や
聖
者
無
着
の
『
琉
伽

論
』
や
中
観
の
三
つ
の
『
修
習
次
第
』
な
ど
靜
慮
の
方
便
を
説
く

全
て
の
も
の
に
同
じ
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
最
初
に
三
昧
の
資

糧
に
依
っ
て
住
し
て
、
こ
れ
ら
の
方
便
を
以
て
行
ず
る
な
ら
ば
、

必
ず
三
昧
を
体
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
日
で
は
、
静
盧
に

関
す
る
甚
だ
深
遠
な
る
教
え
と
し
て
世
間
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

も
の
〔
例
え
ば
ニ
ン
マ
派
の
典
籍
の
よ
う
な
も
の
〕
に
お
い
て
さ

え
も
、
こ
れ
ら
の
方
便
は
名
前
さ
え
見
掛
け
な
く
な
っ
て
い
る
。

三
昧
の
た
め
の
資
糧
宙
．
浅
巴
を
備
え
ず
、
こ
れ
ら
の
方
便
な
し

に
は
、
い
か
に
長
く
努
力
し
よ
う
と
も
、
三
昧
が
達
成
さ
れ
る
と
は

〔
古
師
た
ち
は
〕
言
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
自
己
の
道
次

第
を
述
需
へ
て
い
る
。
こ
れ
は
多
く
の
偉
大
な
典
籍
に
お
け
る
三
昧

の
達
成
の
仕
方
を
よ
く
了
解
し
た
人
の
言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

三
乗
の
道
次
第
の
た
め
の
一
般
的
な
指
導
法
を
、
聖
者
無
着
は

『
琉
伽
論
』
の
中
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
が
、
実
践
に
関
し
て
説

く
典
籍
と
し
て
は
そ
れ
が
極
め
て
詳
し
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た

（
園
．
患
躁
騨
）
一
つ
の
典
籍
で
詳
し
く
説
明
し
た
場
合
に
は
、
他

の
典
籍
で
は
詳
細
に
述
べ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
止
と
観
と

⑬

の
二
つ
は
『
摂
決
択
分
』
中
に
「
『
声
聞
地
』
に
よ
っ
て
理
解
す

べ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
『
声
聞
地
』
が
非
常
に

詳
し
い
の
で
あ
る
。

尊
者
弥
勒
も
『
荘
厳
経
論
』
や
『
中
辺
分
別
論
』
に
お
い
て
、

心
住
の
た
め
の
九
種
の
方
便
と
八
種
の
断
行
を
述
べ
て
い
る
。
そ

し
て
そ
れ
ら
に
従
っ
て
軌
範
師
ハ
リ
バ
ド
ラ
（
国
目
目
且
３
》
評
）

や
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
（
周
四
目
巴
煙
倒
置
》
幹
）
や
シ
ャ
ー
ン
テ
イ
。
〈
（
同
④
‐

目
牌
閏
鼠
目
武
．
旨
。
）
な
ど
の
イ
ン
ド
の
学
者
た
ち
も
三
昧
を
達
成

す
る
弓
画
訊
．
ご
た
め
の
多
く
の
道
次
第
〔
の
典
籍
〕
を
著
し

⑭
⑮
⑯
⑰

て
い
る
。
仏
像
や
明
点
や
文
字
な
ど
を
所
縁
と
す
る
場
合
の
所
縁

が
異
な
る
こ
と
を
除
け
ば
、
三
味
の
一
般
的
な
構
造
は
、
そ
れ
ら

の
過
去
の
偉
大
な
典
籍
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
タ
ン
ト
ラ
に
説

か
れ
る
こ
と
は
極
め
て
よ
く
一
致
す
る
。
特
に
三
昧
の
五
種
の
罪

な
ど
の
過
失
と
そ
れ
ら
の
除
去
の
仕
方
に
関
し
て
言
え
ば
、
顕
教

⑱
‘
：
‐
；

の
方
が
詳
し
〔
く
述
べ
て
い
る
〕
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
偉
大
な

る
典
籍
に
基
づ
い
て
実
践
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
は
、
昼
間
の
星
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座
の
よ
う
に
〔
全
く
目
に
と
ま
ら
な
い
程
稀
に
し
か
〕
現
れ
な
い
。

故
に
自
分
の
智
慧
の
過
ち
と
い
う
垢
を
、
そ
れ
ら
の
典
籍
の
せ
い

に
し
て
、
そ
れ
ら
は
外
面
的
な
見
識
を
開
い
て
見
せ
る
だ
け
で
あ

っ
て
、
中
心
の
意
味
を
説
く
教
え
（
教
誠
）
は
別
に
あ
る
と
妄
執

し
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
説
か
れ
る
三
味
を
達
成
す
る
次
第
を
実
践

す
る
時
に
は
一
体
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念

：
・
・
：
⑱

す
ら
抱
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
國
島
ｅ
し
か
し
こ
の
〔
道

次
第
の
〕
教
え
と
い
う
も
の
は
、
全
て
の
実
践
法
を
終
始
大
典
籍

に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
の
み
基
づ
い
て
構
築
す
べ
き
も
の
で
あ

る
か
ら
、
本
書
に
お
い
て
も
三
昧
の
達
成
法
を
大
典
籍
か
ら
（
属
．

賠
吟
ｇ
取
っ
て
説
明
し
よ
う
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
過
失
の
な
い
三
昧
を
生
じ
る
仕
方
と
、

そ
れ
に
依
っ
て
心
の
安
住
が
生
じ
る
次
第
と
の
二
つ
が
〔
説
明
す

べ
き
事
柄
と
し
て
〕
あ
る
。

一
、
過
失
の
な
い
三
昧
を
生
じ
る
方
法

前
者
（
過
失
の
な
い
三
昧
を
生
じ
る
方
法
）
に
関
し
て
は
三
つ

〔
の
説
明
す
べ
き
事
柄
が
〕
あ
る
。
つ
ま
り
㈲
心
を
所
縁
に

固
定
す
る
前
に
は
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
口
所
縁
に
固

定
す
る
と
き
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
㈲
所
縁
に
固
定

し
た
後
に
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
で
あ
る
。

㈲
心
を
所
縁
に
固
定
す
る
前
に
行
う
尋
へ
き
こ
と

第
一
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
三
昧
の
修
習
を
喜
ば
ず
、
そ
れ
と

あ
い
反
す
る
こ
と
を
喜
ぶ
よ
う
な
僻
怠
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
、
初
め
か
ら
三
昧
に
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
〔
僻

や
、
ａ

怠
の
あ
る
人
は
〕
一
度
は
〔
三
昧
を
〕
得
て
も
持
続
す
る
こ
と
力

で
き
な
い
の
で
、
す
ぐ
に
退
失
す
る
で
あ
ろ
う
。
甫
適
急
》
四
）
そ

れ
故
、
初
め
に
僻
怠
を
除
去
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
の
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、
身
心
の
喜
楽
に
よ
っ
て
広
大
な
軽
安
（
冒
沙
胃
曾
‐

図
冨
．
身
心
の
軽
や
か
さ
）
を
得
る
な
ら
ば
、
昼
夜
全
て
に
亙
っ

て
善
を
行
う
こ
と
に
関
し
て
疲
労
が
生
じ
な
い
か
ら
、
榔
怠
は
退

く
。
そ
れ
（
軽
安
）
を
生
じ
る
た
め
に
は
、
軽
安
を
生
じ
る
原
因

で
あ
る
三
昧
へ
の
精
進
を
継
続
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
る
に
そ
れ
（
三
味
へ
の
精
進
）
を
生
じ
る
た
め

に
は
、
三
昧
に
必
要
な
強
靱
な
願
望
が
持
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
Ｃ
そ
の
た
め
に
は
、
三
昧
の
功
徳
を
観
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
心

が
引
き
つ
け
ら
れ
た
強
固
な
信
（
陣
Ｐ
目
目
）
が
必
要
で
あ
る
。
故

に
最
初
に
三
昧
の
功
徳
を
思
う
信
を
繰
り
返
し
修
習
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
次
第
を
よ
く
実
践
し
観
察
す
る
な
ら
ば
、

〔
以
上
の
こ
と
は
〕
極
め
て
明
瞭
に
確
認
さ
れ
る
か
ら
、
〔
こ
の

こ
と
の
〕
重
要
な
要
点
で
あ
る
こ
と
が
把
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑲

『
中
辺
分
別
論
』
に
「
所
依
（
鼠
国
息
）
で
あ
り
、
そ
れ
に
依
る
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も
の
（
隙
風
薗
の
菌
の
富
）
で
あ
り
、
因
（
昌
冒
詳
冨
）
で
あ
り
、
果

（
冨
騨
旨
）
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
所
依
と
は

願
望
（
・
冒
且
鱒
）
で
あ
り
、
努
力
の
所
依
で
あ
る
。
そ
れ
に
依
る

も
の
と
は
努
力
も
し
く
は
精
進
で
あ
る
。
願
望
の
因
と
は
功
徳
を

信
ず
る
信
で
あ
る
。
宙
．
患
ｅ
努
力
（
園
．
器
切
」
塵
）
の
果
と
は
軽

安
で
あ
る
。

こ
こ
で
修
習
さ
る
、
へ
き
三
昧
の
功
徳
と
は
、
止
が
達
成
さ
れ
る

時
、
心
に
は
喜
が
身
に
は
楽
が
増
大
す
る
の
で
、
現
世
に
お
い
て
、

楽
に
住
し
身
心
の
軽
安
を
得
る
が
故
に
、
心
を
思
い
通
り
の
所
縁

に
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
不
自
由
な
ま

ま
に
間
違
っ
た
対
象
に
動
揺
す
る
こ
と
が
消
滅
す
る
の
で
、
多
く

の
罪
行
が
生
じ
な
く
な
り
、
ど
ん
な
善
を
行
お
う
と
も
そ
の
力
が

大
き
く
な
り
、
止
に
よ
っ
て
神
通
（
§
且
罰
）
や
神
変
容
目
冒
）
な

ど
の
功
徳
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
弓
．
鴎
Ｐ

ｇ
ま
た
別
し
て
は
そ
れ
に
依
っ
て
物
事
の
有
り
の
ま
ま
（
如
所

有
性
）
を
悟
る
観
の
証
得
が
生
じ
て
、
輪
廻
の
根
本
（
無
明
）
を

速
や
か
に
断
ず
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
こ
の
よ
う
な

こ
と
〕
を
初
め
と
す
る
功
徳
の
こ
と
を
思
惟
す
る
な
ら
、
三
昧
の

修
習
に
対
す
る
気
力
を
増
大
せ
し
め
る
よ
う
な
物
事
を
理
解
す
、
へ

く
修
習
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
ず
れ
ば
、
三
味
の
修
習
を
持

続
せ
し
め
る
か
ら
、
三
昧
は
得
易
く
、
〔
三
昧
を
〕
得
て
し
ま
つ

②
明
蜥
な
心
を
安
住
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
の
所
縁
を
決
定
す
る

｝
」
、
シ
」

㈹
所
縁
の
概
説

③
所
縁
自
体
の
説
明
。
第
一
〔
の
所
縁
自
体
の
説
明
〕
に

関
し
て
は
、
世
尊
は
琉
伽
行
者
の
四
種
の
所
縁
を
説
い
て
い
る
。

即
ち
、
全
て
を
包
摂
す
る
所
縁
（
遍
満
所
縁
）
と
（
属
も
召
ゞ
巳

Ｑ
心
を
所
縁
に
固
定
す
る
時
に
行
う
べ
き
こ
と

第
二
〔
に
心
を
所
縁
に
固
定
す
る
と
き
に
は
ど
う
す
る
か
と
い

う
こ
と
〕
に
関
し
て
は
二
つ
〔
説
明
す
べ
き
事
柄
〕
が
あ
る
。
の

明
蜥
な
心
を
安
住
さ
せ
る
根
拠
と
し
て
の
所
縁
を
決
定
す
る
こ
と

と
、
⑨
そ
れ
に
心
を
固
定
す
る
方
法
と
で
あ
る
。
前
者
に
は
更

に
二
つ
〔
の
事
柄
〕
が
あ
る
。
㈲
所
縁
一
般
を
説
明
す
る
こ
と

と
、
⑧
そ
の
場
合
そ
の
場
合
の
所
縁
を
確
認
す
る
こ
と
と
で
あ

る
。
前
者
に
は
更
に
三
つ
〔
の
事
柄
〕
が
あ
る
。
③
所
縁
自
体

の
説
明
と
、
⑥
ど
う
い
う
人
が
如
何
な
る
物
事
を
所
縁
と
す
べ

き
か
を
説
明
す
る
こ
と
と
、
⑥
所
縁
の
同
義
語
（
異
門
）
を
説

明
す
る
こ
と
と
で
あ
る
。

て
も
繰
り
返
し
三
昧
に
悟
入
す
る
か
ら
〔
三
昧
か
ら
〕
容
易
に
退
妬

失
し
な
く
な
る
。



行
の
浄
化
の
た
め
の
所
縁
（
浄
行
所
縁
）
と
通
暁
の
た
め
の
所
縁

（
善
巧
所
縁
）
と
煩
悩
を
浄
化
す
る
た
め
の
所
縁
（
浄
惑
所
縁
）

⑳

と
で
あ
る
。

〔
遍
所
満
縁
、
ぐ
鼠
己
風
盲
目
盲
目
巴
こ
の
中
、
全
て
を
包
摂

す
る
所
縁
（
遍
満
所
縁
）
に
は
四
つ
あ
る
。
分
別
を
有
す
る
影
像

（
有
分
別
影
像
、
閏
ぐ
時
巴
冨
買
騨
旨
昌
冒
）
と
分
別
し
な
い
場
合

の
影
像
（
無
分
別
影
像
、
昌
員
ぐ
房
巴
息
。
）
と
（
国
ら
ら
事
物
の

究
極
（
事
辺
際
、
ぐ
儲
目
冨
昌
自
菌
）
と
意
図
の
完
成
（
所
作
成
弁
、

園
ｑ
ｇ
目
自
答
騨
昌
）
と
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
能
縁
の
〔
心
〕
と
い
う
点
か
ら
立
て
ら
れ
た
も
の

が
、
二
種
の
影
像
で
あ
る
。
前
者
（
有
分
別
影
像
）
は
観
の
所
縁

で
あ
り
、
後
者
（
無
分
別
影
像
）
は
止
の
所
縁
で
あ
る
。
弓
．
誤
式

騨
）
影
像
と
は
、
或
る
も
の
を
所
縁
と
す
る
場
合
、
そ
の
〔
所
縁

⑳

の
〕
目
相
（
い
く
巴
巴
搦
ｇ
Ｐ
）
を
持
っ
た
所
縁
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

心
（
冒
目
ｇ
の
中
に
現
れ
た
そ
の
〔
所
縁
の
〕
行
相
（
己
胸
骨
餌
）

の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
所
縁
と
し
て
観
察
す
る
時
に
は
、
観
察

の
分
別
が
あ
る
の
で
、
分
別
を
有
す
る
影
像
（
有
分
別
影
像
）
〔
と

言
う
の
〕
で
あ
る
。
他
方
、
そ
れ
を
所
縁
と
は
し
て
も
、
観
察
す

る
こ
と
な
く
心
を
安
住
さ
せ
る
時
に
は
、
観
察
の
分
別
が
な
い
の

で
、
分
別
し
な
い
場
合
の
影
像
（
無
分
別
影
像
）
と
言
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
影
像
は
ど
う
い
う
所
縁
の
影
像
な
の
か
と
言
え
ば
、

五
種
の
行
の
浄
化
の
た
め
の
所
縁
（
浄
行
所
縁
）
と
、
五
種
の
善

巧
所
縁
と
、
二
種
の
煩
悩
を
浄
化
す
る
た
め
の
所
縁
（
浄
惑
所
縁
）

の
影
像
も
し
く
は
行
相
で
あ
る
。

所
縁
と
さ
れ
る
対
象
と
い
う
点
か
ら
立
て
ら
れ
た
も
の
が
、
事

物
の
究
極
（
事
辺
際
）
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
尽
き
、
そ
れ
以
外

に
は
な
い
と
い
う
法
の
有
る
限
り
（
尽
所
有
性
、
冨
号
目
ぐ
房
騨
菌
）

に
関
す
る
事
物
の
究
極
と
、
こ
の
よ
う
に
の
み
存
在
す
る
の
で
あ

っ
て
、
別
の
仕
方
で
は
存
在
し
な
い
と
い
う
法
の
有
る
が
ま
ま

（
如
所
有
性
、
制
昏
習
騨
号
鼠
ぐ
房
煙
繭
）
に
関
す
る
事
物
の
究
極
と

の
二
種
で
あ
る
。
こ
の
中
、
法
の
有
る
限
り
（
尽
所
有
性
）
と
は
、

五
穂
に
全
て
の
有
為
が
収
め
ら
れ
、
十
八
界
と
十
二
処
に
一
切
法

が
収
め
ら
れ
、
四
諦
に
一
切
の
所
知
事
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ

れ
以
外
に
は
（
園
．
磐
少
Ｐ
）
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
法
の
有

る
が
ま
ま
（
如
所
有
性
）
と
は
、
そ
れ
ら
の
所
縁
の
真
実
で
あ
り
、

真
如
で
あ
り
、
道
理
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
意
味
で
あ
る
。

結
果
と
い
う
点
か
ら
立
て
ら
れ
た
も
の
が
、
意
図
の
完
成
（
所

作
成
弁
）
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
所
縁
の
影
像
を
止
観
が
対
象
と
す

る
時
、
そ
の
作
意
が
〔
そ
の
影
像
に
〕
常
に
近
づ
け
ら
れ
修
習
さ

れ
繰
り
返
し
修
習
さ
れ
る
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
鹿
重
を
離

れ
て
転
依
す
る
に
至
る
。

〔
浄
行
所
縁
、
８
国
言
召
誌
且
毒
酋
冒
御
言
冒
冨
邑
騨
〕
竜
．
麗
刃
９

，ワ
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行
の
浄
化
の
た
め
の
所
縁
（
浄
行
所
縁
）
と
は
、
負
欲
な
ど
に
対

し
て
よ
く
活
動
す
る
こ
と
を
浄
化
す
る
ａ
・
乞
巴
所
縁
で
あ
り
、

⑳

不
浄
と
慈
と
縁
起
と
界
差
別
と
出
入
息
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
の
中
、

不
浄
を
所
縁
と
す
る
と
い
う
場
合
、
頭
髪
や
毛
な
ど
の
三
十
六
種

の
も
の
が
内
的
な
不
浄
で
あ
る
。
青
振
な
ど
は
外
の
不
浄
で
あ
る
。

⑳

心
に
現
れ
た
汚
職
の
不
浄
の
行
相
に
心
を
保
つ
の
で
あ
る
。
親
し

い
者
と
敵
対
す
る
者
と
中
立
の
者
と
の
三
者
を
所
縁
と
し
て
、
定

地
に
属
す
る
利
益
と
安
楽
と
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
思
い
が
慈
で

あ
る
。
そ
の
慈
の
把
握
す
る
力
に
よ
っ
て
心
を
そ
れ
ら
の
所
縁
の

上
に
把
握
す
る
こ
と
を
、
慈
を
所
縁
と
す
る
と
言
う
。
対
象
と
そ⑳

れ
を
対
象
と
す
る
も
の
（
心
）
と
の
両
方
を
慈
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

縁
起
を
所
縁
と
す
る
と
い
う
場
合
、
〔
過
去
現
在
未
来
の
〕
三
時

に
生
ず
る
縁
起
の
法
に
過
ぎ
な
い
も
の
に
依
っ
て
、
法
に
過
ぎ
な

い
果
が
生
じ
る
だ
け
で
、
そ
れ
ら
以
外
に
業
を
成
す
者
も
果
を
享

受
す
る
も
の
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
そ
の
よ
う

⑮

に
所
縁
と
し
、
〔
そ
の
こ
と
に
〕
心
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。

界
差
別
を
所
縁
と
す
る
と
は
、
地
‐
水
・
火
・
風
・
空
・
識
の
六

界
の
部
分
（
〆
忠
器
ゞ
ｇ
を
個
々
に
区
別
し
て
、
そ
れ
ら
を
所
縁

⑳

と
し
て
心
を
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
出
入
息
を
所
縁
と
す
る
と

は
、
〔
呼
吸
に
よ
る
〕
風
が
外
や
内
に
動
く
こ
と
を
数
え
た
り
観

察
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
が
他
に
動
か
な
い
よ
う
に

⑳

〔
出
入
息
を
〕
所
縁
と
す
る
の
で
あ
る
。

〔
善
巧
所
縁
、
丙
色
息
昌
鼠
盲
目
富
国
巴
通
暁
の
た
め
の
所
縁

（
善
巧
所
縁
）
に
は
五
種
あ
る
。
誼
と
界
と
処
と
縁
起
と
処
と
非

⑳

処
と
に
通
暁
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
誼
と
は
色
蔬
弓
．

凹
誘
』
鱒
）
な
ど
の
五
〔
穂
〕
で
あ
り
、
そ
れ
に
通
暁
す
る
と
は
、

誼
以
外
の
主
体
（
我
）
や
そ
の
所
有
物
（
我
所
）
は
存
在
し
な
い

⑳

と
知
る
こ
と
で
あ
る
。
界
と
は
眼
〔
根
〕
な
ど
の
十
八
界
で
あ
り
、

そ
れ
に
通
暁
す
る
と
は
、
そ
れ
ら
の
界
は
そ
れ
ぞ
れ
の
種
子
か
ら

⑳

生
じ
た
の
で
あ
る
と
、
因
縁
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
（
国
全
望
処

と
は
眼
〔
根
〕
な
ど
の
十
二
処
で
あ
り
、
そ
れ
に
通
暁
す
る
と
は
、

内
の
六
処
は
六
識
の
増
上
縁
で
あ
り
、
外
の
六
処
は
所
縁
縁
で
あ

り
、
直
前
に
減
し
た
意
〔
根
〕
が
等
無
間
縁
で
あ
る
と
知
る
こ
と

⑪

で
あ
る
。
縁
起
と
は
〔
縁
起
の
〕
十
二
支
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

に
通
暁
す
る
と
は
、
そ
れ
ら
を
無
常
で
あ
り
、
苦
で
あ
り
、
無
我

⑫

で
あ
る
と
知
る
こ
と
で
あ
る
。
処
と
非
処
と
は
、
善
か
ら
好
ま
し

い
異
熟
が
生
じ
る
こ
と
が
処
で
あ
り
、
不
善
か
ら
好
ま
し
い
異
熟

が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
が
非
処
で
あ
る
。
そ
れ
に
通
暁
す
る
と
は
、

⑬

そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
縁
起
に
通
暁
す
る
こ
と

の
一
種
で
あ
る
。
違
い
は
こ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
事
物
の
固
有
の
因

を
知
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
止
の
所
縁
と
す
る
時
に
は
、

そ
れ
ら
調
な
ど
を
或
る
〔
心
の
〕
状
態
に
お
い
て
確
認
し
、
そ
の
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⑭

確
認
し
た
の
と
同
じ
状
態
の
ま
ま
に
心
を
保
つ
の
で
あ
る
。

〔
浄
惑
所
縁
、
匡
③
蟹
ご
詠
呂
彦
騨
冒
堅
四
国
ご
四
国
秒
〕
煩
悩
の
浄
化

と
は
、
煩
悩
の
種
子
を
単
に
弱
め
た
り
又
は
（
園
．
暗
勇
騨
）
種
子

を
根
絶
し
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
の
所
縁
は
、
欲

界
の
地
か
ら
無
所
有
処
の
地
に
至
る
ま
で
の
、
下
地
の
麓
大
さ
と

⑮

上
地
の
繊
細
さ
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
の
所
縁
は
、
四
諦
に
お
け

⑳

る
無
常
な
ど
の
十
六
〔
行
相
〕
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
止
の
所
縁
と

す
る
時
に
は
観
察
せ
ず
に
弓
出
麗
》
ｓ
そ
れ
ら
の
対
象
の
〔
心

の
中
に
〕
現
れ
た
行
相
に
お
い
て
、
そ
れ
を
ど
ん
な
〔
心
の
〕
状

態
に
お
い
て
で
あ
れ
心
に
確
認
し
、
〔
そ
れ
を
確
認
し
た
〕
状
態

の
ま
ま
に
心
を
保
つ
の
で
あ
る
。

⑰

『
修
習
次
第
Ｉ
』
に
は
三
種
の
所
縁
が
説
か
れ
る
。
即
ち
十
二

部
教
は
全
て
真
如
に
趣
向
し
、
帰
入
し
、
流
入
す
る
、
と
い
う
よ

う
に
〔
十
二
部
教
〕
全
て
を
〔
真
如
に
〕
収
め
て
そ
れ
に
心
を
安

住
さ
せ
る
。
或
は
有
る
限
り
の
法
を
収
め
る
瀧
な
ど
を
所
縁
と
す

る
。
或
は
見
聞
き
し
た
仏
身
に
心
を
安
住
さ
せ
る
。

〔
こ
の
場
合
に
〕
穂
な
ど
に
〔
心
を
〕
安
住
さ
せ
る
仕
方
は
、

全
て
の
有
為
宙
．
亀
ら
が
五
誼
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
知
り
、
そ

の
後
に
そ
れ
ら
〔
五
穂
〕
の
中
に
次
第
に
包
摂
し
尽
く
し
、
そ
し

て
そ
れ
（
五
語
）
を
所
縁
と
し
て
心
を
保
つ
の
で
あ
る
。
害
え
ば

個
々
に
観
察
す
る
こ
と
を
習
熟
し
た
時
に
は
観
察
智
が
生
ず
る
よ

う
に
、
包
摂
す
る
こ
と
を
修
熟
し
た
時
に
は
、
他
の
対
象
に
〔
心

が
〕
移
ら
な
い
よ
う
に
所
縁
に
心
を
集
め
る
三
味
が
生
じ
る
。
こ

れ
が
論
〔
蔵
〕
の
教
え
で
あ
る
。
同
様
に
一
切
法
を
、
界
と
処
と

に
包
摂
す
る
仕
方
を
知
り
、
そ
れ
に
包
摂
し
て
、
〔
そ
れ
に
〕
心

を
保
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
、
行
を
浄
化
す
る
所
縁
（
浄
行
所
縁
）
は
、
後
に

述
べ
る
よ
う
に
、
負
欲
な
ど
を
特
に
よ
く
起
こ
し
た
人
々
の
負
欲

な
ど
を
容
易
に
退
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
依
れ
ば
三
味
が
得

（
属
出
君
、
巳
易
い
と
い
う
点
で
、
優
れ
た
所
縁
な
の
で
あ
る
。
通

暁
の
た
め
の
所
縁
（
善
巧
所
縁
）
は
、
そ
れ
ら
の
法
以
外
の
人
我

含
目
唱
冒
‐
創
昌
§
）
を
否
定
す
る
の
で
、
無
我
を
証
得
す
る
観
が

生
ず
る
こ
と
に
通
ず
る
と
い
う
点
で
極
め
て
優
れ
た
止
の
所
縁
な

の
で
あ
る
。
煩
悩
の
浄
化
の
た
め
の
所
縁
（
浄
惑
所
縁
）
と
は
、

煩
悩
全
体
の
対
治
と
な
る
と
い
う
点
で
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

弓
も
＄
、
“
）
全
て
を
包
摂
す
る
所
縁
（
遍
満
所
縁
）
は
、
如
上
の

こ
れ
ら
の
所
縁
以
外
に
別
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
特

定
の
目
的
を
持
っ
た
止
の
所
縁
に
依
っ
て
、
三
昧
を
達
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
小
石
や
木
切
れ
な
ど
を
所
縁
と

し
て
三
昧
を
達
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
三
昧
の
所
縁
に
関
す
る

説
明
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

或
る
人
が
、
所
縁
の
対
象
を
立
て
て
そ
れ
に
心
を
保
つ
時
に
は
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〔
そ
の
所
縁
を
〕
相
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
〔
つ
ま
り
究
極

的
に
在
存
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
〕
と
考
え
て
、

そ
の
よ
う
な
所
縁
の
対
象
に
依
ら
ず
に
、
所
依
な
し
に
〔
心
が
〕

安
住
す
る
こ
と
こ
そ
空
性
の
修
習
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、

空
性
の
修
習
の
仕
方
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
暴
露
す
る

も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
際
に
認
識
が
な
い
の
で
あ
れ

ば
、
空
性
を
修
習
す
る
三
昧
も
な
く
な
る
。
け
れ
ど
も
認
識
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
も
の
を
知
る
の
で
あ
る
か

ら
、
知
る
こ
と
を
成
り
立
た
し
め
る
（
国
ら
巳
知
ら
る
ぺ
き
も
の

（
所
知
）
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
知
ら
る
べ
き
も
の
が
あ

る
時
に
は
、
そ
れ
が
そ
の
認
識
の
所
縁
で
あ
る
。
対
象
（
行
境
、

冒
目
》
唱
。
閏
Ｐ
）
と
所
縁
官
目
甥
．
筥
騨
Ｂ
ｇ
ｐ
。
）
と
知
ら
る
寺
へ
き
も

の
（
所
知
、
呂
。
の
ご
色
』
ぐ
言
の
怠
）
と
は
同
義
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
う
な
れ
ば
そ
の
〔
’
一
ン
マ
派
が
主
張
す
る
よ
う
な
空
性
の

修
習
と
し
て
の
〕
三
昧
も
相
を
把
握
す
る
も
の
と
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
故
に
そ
の
よ
う
な
〔
所
縁
を
立
て
ず
に
修

⑱

習
す
る
と
い
う
〕
考
え
方
は
正
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
空
性

⑲

の
修
習
に
叶
っ
て
い
る
か
否
か
は
、
空
性
を
証
得
す
る
思
想
に
基

づ
い
て
修
習
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、

対
象
を
全
く
（
屍
西
麗
》
轡
）
考
察
（
分
別
、
再
品
忌
ゞ
国
鳥
四
）
し

⑳

な
い
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
決
ま
る
訳
で
は
な
い
。
詳
細
は
後
に

述
べ
る
。

所
縁
の
対
象
な
し
に
〔
心
が
〕
安
住
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
そ

の
人
も
、
〃
こ
の
自
分
の
心
を
決
し
て
如
何
な
る
物
に
も
散
乱
し

な
い
よ
う
に
保
持
し
よ
う
″
と
ま
ず
先
に
決
め
て
か
ら
心
を
保
持

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
唯
心
の
所
縁
（
ｇ
昌
鴨
９

ｍ
①
目
ぃ
勝
四
目
呂
侭
）
弓
庖
畠
巳
を
所
縁
と
し
て
、
行
相
が
何
処

へ
も
散
乱
し
な
い
よ
う
に
〔
心
を
〕
保
持
す
る
こ
と
を
決
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
所
縁
の
な
い
こ
と
を
主
張
す

る
人
は
自
ら
の
経
験
と
齪
齢
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
。
故
に
三
昧

の
達
成
の
〔
方
法
を
解
説
す
る
〕
偉
大
な
典
籍
に
お
い
て
は
多
く

の
所
縁
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
（
所
縁
）
が
必
要

で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
か
ら
、
心
を
安
住
せ
し

め
る
所
縁
に
よ
く
通
暁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

⑪

「
修
習
次
第
』
に
は
「
止
の
所
縁
は
決
ま
っ
て
い
な
い
」
と
説

⑫

か
れ
て
い
る
。
『
菩
提
道
灯
論
』
に
は
「
ど
う
い
う
所
縁
で
あ
れ
」

と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
れ
か
特
定
の
所
縁
に
決
め
る
必
要

が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
ど
う
い
う
も
の
で
も
所
縁
に
な

る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

⑥
ど
う
い
う
人
が
如
何
な
る
事
物
を
所
縁
と
す
べ
き
か
。

ど
う
い
う
人
が
如
何
な
る
物
事
を
所
縁
と
す
べ
き
か
を
説
明
す
れ
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ぱ
〔
以
下
の
如
く
で
あ
る
〕
。
即
ち
、
負
欲
の
強
い
人
か
ら
、
及

び
分
別
の
強
い
人
に
至
る
ま
で
に
関
し
て
は
、
『
声
聞
地
』
に
引

用
さ
れ
る
レ
ー
バ
タ
所
問
〔
経
〕
に
お
い
て
「
レ
ー
バ
タ
よ
、
も

し
彼
の
琉
伽
行
者
な
る
行
者
比
丘
が
負
欲
を
よ
く
起
こ
し
た
者
で

あ
る
な
ら
ば
、
不
浄
の
所
縁
に
心
を
固
定
す
る
の
で
あ
る
。
宙
．

亀
ｓ
瞑
志
を
よ
く
起
こ
し
た
者
で
あ
れ
ば
慈
に
、
愚
凝
を
よ
く
起

こ
し
た
者
で
あ
れ
ば
〃
こ
れ
を
縁
と
し
て
″
と
い
う
縁
起
（
縁
性

縁
起
）
に
、
我
慢
を
よ
く
起
こ
し
た
人
で
あ
れ
ば
界
の
種
類
（
界

⑬

差
別
）
に
心
を
固
定
す
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た

「
よ
く
尋
思
（
厨
も
窟
』
ｇ
を
起
こ
し
た
者
で
あ
れ
ば
持
息
念
に

心
を
固
定
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ふ
さ
わ
し
い
所
縁
（
相
称
所

⑭

縁
、
騨
昌
日
号
の
巴
煙
目
９
口
の
）
に
心
を
固
定
す
る
の
で
あ
る
」
と
説

か
れ
て
い
る
。
更
に
「
声
聞
地
』
に
は
弓
．
弓
戸
騨
）
「
そ
の
際
、

負
欲
で
あ
れ
瞑
志
で
あ
れ
愚
瘻
で
あ
れ
我
慢
で
あ
れ
尋
思
で
あ
れ

〔
そ
れ
ら
を
〕
よ
く
起
こ
し
た
人
々
は
、
何
よ
り
も
先
ず
、
行
を

浄
化
す
る
所
縁
（
浄
行
所
縁
）
に
お
い
て
行
を
浄
化
す
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
後
に
心
の
安
住
は
証
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の

所
縁
は
そ
れ
ぞ
れ
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
故
に
そ
れ
ら
の
人

⑮

々
は
必
ず
そ
の
所
縁
に
よ
っ
て
努
力
す
尋
へ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ

て
い
る
。
そ
れ
故
、
必
ず
そ
れ
ら
の
所
縁
に
お
い
て
努
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
心
を
寅
欲
な
ど
の
ど
れ
か
一
つ
に
特
に
〕
偏
る
こ
と
な
く
活

動
さ
せ
た
人
（
等
分
行
、
、
Ｐ
目
：
園
唱
８
邑
冨
）
と
煩
悩
の
少
な
い

人
（
薄
塵
行
、
目
幽
昌
§
且
騨
畏
。
）
の
場
合
に
は
、
上
記
の
そ
れ
ら

の
所
縁
の
ど
れ
か
好
み
の
も
の
に
心
を
保
て
ば
よ
い
の
で
あ
り
、

決
定
す
る
必
要
は
な
い
。
『
声
聞
地
』
に
は
「
〔
心
を
〕
偏
る
こ
と

な
く
活
動
さ
せ
た
そ
の
人
は
、
た
だ
心
が
安
住
す
る
こ
と
だ
け
の

た
め
に
好
み
の
そ
れ
（
所
縁
）
に
お
い
て
努
力
す
る
の
で
あ
っ
て
、

行
を
浄
化
す
る
た
め
で
は
な
い
。
煩
悩
の
少
な
い
人
も
〔
心
を
〕⑯

偏
る
こ
と
な
く
活
動
さ
せ
た
人
と
同
様
に
理
解
す
尋
へ
き
で
あ
る
」

と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
に
、
貧
欲
な
ど
の
五
つ
が
強
い
人
は
、
前
生
に
お
い

て
負
欲
な
ど
の
五
つ
に
絶
え
ず
親
し
み
、
馴
染
み
、
繰
り
返
し
行

っ
て
い
る
の
で
、
貧
欲
な
ど
の
五
つ
の
対
象
が
た
と
え
微
小
な
も

の
で
あ
っ
て
も
、
負
欲
な
ど
の
五
つ
が
、
強
力
に
長
き
に
亙
っ
て

⑰

生
じ
る
の
で
あ
る
。
〔
心
を
〕
偏
る
こ
と
な
く
活
動
さ
せ
た
人
は
、

前
生
に
お
い
て
負
欲
な
ど
（
国
お
己
に
絶
え
ず
親
し
む
と
い
う
こ

と
は
な
く
、
馴
染
ま
ず
、
繰
り
返
し
行
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
れ
ら
（
五
つ
）
を
過
失
あ
る
も
の
と
は
（
属
も
忠
・
Ｐ
）
考
え
ず
、

厭
わ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
対
象
に
対
し
て
強
力

で
長
時
間
に
亙
る
負
欲
な
ど
は
生
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
負
欲
な
ど

⑬

の
五
つ
が
〔
全
く
〕
生
じ
な
い
訳
で
は
な
い
。
煩
悩
の
少
な
い
人
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は
、
（
詞
喝
Ｐ
ご
他
生
に
お
い
て
貢
欲
な
ど
に
絶
え
ず
親
し
む
と

い
う
こ
と
な
ど
は
行
っ
て
お
ら
ず
、
〔
負
欲
な
ど
の
五
つ
を
〕
過

失
あ
る
も
の
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
な
ど
は
行
っ
て
い
る
の
で
、

大
き
く
多
く
強
い
負
欲
な
ど
の
対
象
に
対
し
て
は
負
欲
な
ど
が
緩

慢
に
生
ず
る
が
、
中
ほ
ど
や
小
さ
な
対
象
に
対
し
て
は
決
し
て
生

⑲

じ
な
い
。
ま
た
實
欲
な
ど
の
五
つ
が
強
い
人
は
長
時
間
を
経
て
、

〔
心
を
〕
偏
る
こ
と
な
く
活
動
さ
せ
た
人
は
そ
れ
ほ
ど
長
時
間
を

経
ず
、
煩
悩
の
少
な
い
人
は
極
速
や
か
に
心
の
安
住
を
証
得
す
る

鋤

の
で
あ
る
。

通
暁
の
た
め
の
所
縁
（
善
巧
所
縁
）
に
対
し
て
は
ど
う
い
う
人

が
努
力
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
〔
「
声
聞
地
』
の
〕
レ

ー
バ
タ
所
問
〔
経
〕
の
中
で
「
レ
ー
や
ハ
タ
よ
、
も
し
彼
の
琉
伽
行

者
で
あ
る
行
者
比
丘
が
一
切
の
行
の
自
相
に
無
知
で
あ
っ
た
り
、

或
は
我
や
有
情
や
命
者
や
生
者
や
養
育
者
や
プ
ド
ガ
ラ
と
い
う
も

の
に
無
知
で
あ
る
な
ら
ば
、
穂
に
通
暁
す
る
こ
と
（
蔬
善
巧
）
に

心
を
固
定
す
る
の
で
あ
る
。
因
に
無
知
で
あ
る
な
ら
ば
界
に
通
暁

す
る
こ
と
（
界
善
巧
）
に
、
縁
に
無
知
で
あ
る
な
ら
ば
処
に
通
暁

す
る
こ
と
（
処
善
巧
）
に
、
無
常
と
苦
と
無
我
に
無
知
で
あ
る
な

ら
ば
縁
起
に
通
暁
す
る
こ
と
（
縁
起
善
巧
）
と
、
処
と
非
処
〔
に⑪

通
暁
す
る
こ
と
（
処
非
処
善
巧
）
〕
に
心
を
固
定
す
る
の
で
あ
る
」

と
説
か
れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
こ
の
〔
穂
善
巧
な
ど
の
〕
五
つ

の
所
縁
は
主
と
し
て
愚
瘻
を
退
け
る
も
の
で
あ
る
。

煩
悩
を
浄
化
す
る
た
め
の
所
縁
（
浄
惑
所
縁
）
の
上
に
は
ど
う

い
う
人
が
心
を
（
属
画
宕
〕
ｇ
結
び
つ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
に

関
し
て
は
、
同
じ
く
〔
レ
ー
バ
タ
所
間
経
の
〕
中
に
「
欲
界
の
貧

欲
を
離
れ
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
欲
〔
界
〕
の
（
国
宅
巴
粗
野
さ

と
色
〔
界
〕
の
寂
静
さ
に
〔
心
を
固
定
す
る
〕
。
色
〔
界
〕
よ
り

弓
西
国
・
沙
）
離
寅
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
色
〔
界
〕
の
粗
野
さ

と
無
色
〔
界
〕
の
寂
静
さ
に
心
を
固
定
す
る
の
で
あ
る
。
一
切
の

有
身
見
を
厭
離
し
解
脱
し
た
い
と
思
う
な
ら
ば
、
苦
諦
と
集
諦
と

⑫

滅
諦
と
道
諦
と
に
心
を
固
定
す
る
の
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
所
縁
は
、
観
に
よ
っ
て
観
察
の
修
習
（
思
択
修
習
、

Ｑ
葛
且
猪
。
日
）
を
行
う
場
合
と
、
止
に
よ
っ
て
安
住
の
修
習
（
安

住
修
習
、
・
一
品
猪
。
日
）
を
行
う
場
合
の
両
方
の
所
縁
と
な
る
か
ら
、

止
の
み
の
所
縁
で
は
な
い
。
し
か
し
、
或
る
も
の
は
止
を
新
た
に

達
成
す
る
た
め
の
所
縁
と
な
り
、
或
る
も
の
は
止
を
達
成
し
て
し

ま
っ
て
更
に
優
れ
た
も
の
と
す
る
た
め
の
所
縁
と
な
る
か
ら
、
止

の
所
縁
〔
を
説
明
す
る
〕
箇
所
で
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

⑥
所
縁
の
同
義
語
。
所
縁
の
同
義
語
を
述
べ
る
〔
と
以
下

の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
所
縁
と
は
〕
そ
の
上
に
心
を
保
持
す
る

根
拠
で
あ
り
、
三
昧
の
所
縁
で
あ
り
、
前
記
の
所
縁
の
影
像
も
し
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⑧
そ
の
場
合
そ
の
場
合
の
所
縁
を
確
認
す
る
こ
と

そ
の
場
合
そ
の
場
合
の
所
縁
を
確
認
す
る
こ
と
に
関
し
て
は

〔
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
即
ち
〕
弓
也
ご
』
ｇ
上
述
の
よ

う
な
多
く
の
所
縁
の
中
で
、
こ
の
場
合
に
は
如
何
な
る
所
縁
に
依

っ
て
止
を
達
成
す
る
の
か
と
言
う
な
ら
ば
、
先
に
引
用
し
た
（
国

お
ｅ
経
〔
に
言
う
〕
様
に
、
一
つ
に
は
決
ま
っ
て
い
な
い
。
人
の

違
い
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
所
縁
を
観
察
す
べ
き
で
あ
る
。
特
に

②

最
下
級
の
止
を
決
定
し
て
達
成
す
る
場
合
に
は
、
負
欲
の
強
い
人

な
ど
で
あ
れ
ば
、
所
縁
は
特
定
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
止
に
準
ず
る
三
昧
を
得
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
止
そ
の
も
の
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
を
浄
化
す

⑬

く
は
心
に
現
れ
た
行
相
で
あ
る
。
そ
の
同
義
語
は
『
声
聞
地
』
に

「
そ
の
〔
有
分
別
影
像
と
無
分
別
影
像
と
の
〕
影
像
は
影
像
と
も

呼
ば
れ
、
三
昧
中
の
相
と
も
呼
ば
れ
、
三
昧
中
の
行
境
と
し
て
の

対
象
と
も
呼
ば
れ
、
三
昧
の
た
め
の
方
便
と
も
呼
ば
れ
、
三
昧
へ

の
門
と
も
呼
ば
れ
、
作
意
の
た
め
の
所
依
と
も
呼
ば
れ
、
内
の
分

別
の
体
と
も
呼
ば
れ
、
光
影
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
ら
は
理
解
さ

る
べ
き
事
物
（
所
知
事
、
茸
①
葛
ぐ
四
の
甘
）
に
対
応
す
る
（
周
＆
ｇ
〕

。
）
そ
の
影
像
の
同
義
語
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
説
か

れ
て
い
る
如
く
で
あ
る
。

る
た
め
の
所
縁
（
浄
行
所
縁
）
に
習
熟
し
た
と
し
て
も
、
極
め
て

長
く
〔
習
熟
す
る
こ
と
〕
な
く
し
て
は
、
止
は
達
成
さ
れ
な
い
と

説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
し
て
や
行
を
浄
化
す
る
所
縁
を
放
棄
し

た
人
が
〔
止
を
〕
達
成
で
き
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら

で
あ
る
。
殊
に
尋
伺
（
ご
§
民
冨
）
の
強
い
人
は
必
ず
持
息
念
を
修

習
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
心
を
負
欲
な
ど
の
ど
れ
か
一
つ
に
特
に
〕
偏
る
こ
と
な
く
行

使
し
た
人
（
等
分
行
）
や
或
は
煩
悩
の
少
な
い
人
で
あ
れ
ば
、
前

述
の
様
に
、
上
記
の
所
縁
の
中
の
好
み
の
も
の
を
所
縁
と
す
れ
ば

よ
い
。

⑮

『
修
習
次
第
Ⅱ
、
Ⅲ
』
に
は
、
「
般
舟
三
昧
経
』
と
『
三
味
王

経
』
と
に
従
っ
て
、
如
来
の
身
を
所
縁
と
し
て
三
昧
を
達
成
す
る

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

⑳

師
ポ
ー
デ
イ
寺
ハ
ド
ラ
宙
○
号
ご
冒
骨
餌
ゞ
覚
賢
）
も
「
こ
の
場
合
、

止
に
は
二
種
あ
る
。
・
内
に
見
た
も
の
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
〔
止
〕

と
、
外
に
見
た
も
の
を
所
縁
と
す
る
も
の
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、

内
に
見
た
も
の
〔
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
止
〕
に
は
二
種
あ
る
。
身

体
を
所
縁
と
す
る
も
の
と
、
身
体
に
依
る
も
の
を
（
属
恥
８
．
９
所

縁
と
す
る
も
の
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
身
体
を
所
縁
と
す
る
も
の

に
は
更
に
三
種
あ
る
。
身
体
そ
の
も
の
を
弓
も
園
》
沙
）
主
尊
の
姿

（
目
胃
秒
）
と
し
て
所
縁
と
す
る
も
の
と
、
骨
鎖
な
ど
の
不
浄
な
る
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も
の
と
し
て
所
縁
と
す
る
も
の
と
、
天
杖
（
唇
閣
薗
昌
鳴
）
な
ど

の
特
殊
な
標
識
と
し
て
所
縁
と
す
る
も
の
と
で
あ
る
。
身
体
に
依

る
も
の
〔
を
所
縁
と
す
る
止
〕
に
も
更
に
五
種
あ
る
。
呼
吸
を
所

縁
と
す
る
も
の
と
、
微
細
な
相
を
所
縁
と
す
る
も
の
と
、
空
点

（
冒
唱
の
）
を
所
縁
と
す
る
も
の
と
、
光
線
の
部
分
を
所
縁
と
す
る

も
の
と
、
喜
楽
を
所
縁
と
す
る
も
の
と
で
あ
る
。
外
に
見
た
も
の

を
所
縁
と
す
る
〔
止
〕
に
も
、
特
殊
な
も
の
と
普
通
の
も
の
と
の

二
種
が
あ
る
。
（
ｍ
ｇ
ｅ
そ
の
中
で
、
特
殊
な
も
の
に
は
二
種
あ

る
。
仏
身
を
所
縁
と
す
る
も
の
と
、
〔
仏
の
〕
言
葉
を
所
縁
と
す

⑰
⑱

る
も
の
と
で
あ
る
」
と
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
『
菩
提
道
灯
論
釈
』

に
も
そ
れ
は
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
中
で
、
仏
身
に
心
を
保
持
す
る
こ
と
は
仏
を
念
ず
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
無
量
の
福
徳
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の

仏
身
は
、
姿
（
鳥
胃
凹
）
が
明
瞭
で
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
で
あ
る

⑲
，
…
‐
．

時
に
は
、
礼
拝
と
供
養
と
誓
願
な
ど
の
資
糧
を
積
聚
す
る
田
と
、

餓
悔
に
よ
っ
て
罪
を
防
ぐ
な
ど
罪
を
浄
化
す
る
田
と
し
て
の
所
縁

…
・
・
⑲

と
な
る
か
ら
、
極
め
て
優
れ
た
〔
所
縁
な
〕
の
で
あ
る
。

ま
た
〔
仏
身
に
心
を
保
持
す
る
こ
と
は
〕
先
に
引
用
し
た
『
三

⑳

昧
王
経
』
〔
に
説
か
れ
る
〕
様
に
、
臨
終
の
時
に
仏
を
念
ず
る
こ

と
か
ら
退
失
し
な
い
な
ど
の
功
徳
〔
が
生
じ
る
こ
と
〕
や
、
密
教

道
を
修
習
す
る
場
合
の
主
尊
琉
伽
（
：
ぐ
呉
昌
。
唱
）
に
と
っ
て
極
め

て
有
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
〔
仏
身
を
所
縁
と
し
て
立
て

る
こ
と
に
関
し
て
〕
多
く
の
目
的
〔
の
存
す
る
こ
と
〕
が
伺
わ
れ

る
。
そ
う
い
う
功
徳
や
仏
を
作
意
す
る
仕
方
の
詳
細
は
『
般
舟
三

⑪
⑫

昧
経
』
に
非
常
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
『
修
習
次
第
Ⅲ
』

に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
必
ず
そ
れ
を
参
照
す
雷
へ
き
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
説
明
が
繁
雑
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
合
い
忌
．
ご
記
さ

な
い
。
こ
の
様
に
三
昧
を
も
（
属
函
冒
》
四
）
達
成
し
、
且
つ
他
の

殊
勝
な
目
的
を
も
兼
ね
て
得
さ
せ
る
よ
う
な
所
縁
を
求
め
る
者
が
、

方
便
に
通
暁
せ
る
者
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
如
来
の
身
体
を
所
縁
と
す
る
の
か
と
言
え
ば
、

⑬

『
修
習
次
第
Ⅲ
』
に
「
そ
の
場
合
に
行
者
は
、
先
ず
初
め
に
、
嘗

て
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
通
り
の
如
来
の
身
体
に
心
を
安
住
さ
せ

て
か
ら
、
止
を
達
成
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
如
来
の
身
体
は
、
純

金
色
の
如
き
黄
色
で
あ
り
、
〔
三
十
二
〕
相
・
〔
八
十
〕
種
好
に
よ

っ
て
荘
厳
さ
れ
て
お
り
、
衆
会
に
と
り
囲
ま
れ
、
種
々
の
方
便
を

以
て
衆
生
を
利
益
し
給
う
も
の
で
あ
る
と
常
に
作
意
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
功
徳
に
対
す
る
願
い
を
生
じ
、
沈
み
込
み
と
昂
ぶ

り
な
ど
を
静
め
て
、
そ
れ
（
如
来
の
身
体
）
が
眼
前
に
存
在
す
る

か
の
如
く
に
（
国
ｇ
］
）
は
っ
き
り
と
見
え
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、、

静
盧
を
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
『
三
昧
王
経
』

に
も
「
金
色
の
如
く
〔
に
輝
く
〕
身
体
の
故
に
、
世
間
の
守
護
者
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は
全
く
麗
し
い
。
そ
の
所
縁
に
心
が
向
か
っ
て
い
る
時
、
そ
の
菩

薩
は
静
盧
せ
る
者
と
言
わ
れ
る
」
と
述
需
へ
ら
れ
て
〔
い
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
経
に
語
ら
れ
て
〕
い
る
よ
う
な
〔
如
来
の
身
体
〕
を
所

縁
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
（
如
来
の
身
体
）
に
も
、
新
た
に
心
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
と
、
本
来
存
在
し
て
い
る
も
の
が
更
に
〔
行
者
の
心
に
〕
現
し

⑮

出
さ
れ
た
も
の
と
の
二
種
が
あ
る
。
後
者
は
信
を
生
じ
る
上
で
極

め
て
有
益
で
あ
り
、
顕
教
の
場
合
に
も
適
し
て
い
る
か
ら
、
本
来

完
成
し
て
い
る
も
の
が
更
に
現
し
出
さ
れ
た
も
の
を
行
相
と
す
曇
へ

き
で
あ
る
。

缶先
に
心
を
保
持
す
る
た
め
の
拠
り
所
に
す
べ
き
所
縁
を
求
め
る

場
合
は
、
画
像
や
（
も
出
国
．
四
）
銅
像
な
ど
の
極
め
て
優
れ
た
教

主
（
世
尊
）
の
像
を
求
め
、
繰
り
返
し
見
て
、
（
周
出
自
．
妙
）
そ

の
相
を
把
握
し
、
心
の
対
象
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
修
習
に
努
め

る
。
或
は
師
が
〔
如
来
の
身
体
に
関
し
て
〕
巧
み
に
説
明
さ
れ
た

こ
と
を
聞
き
〔
そ
れ
〕
を
思
惟
し
、
〔
そ
れ
が
〕
心
に
あ
り
あ
り

と
現
れ
て
き
た
も
の
を
所
縁
と
し
て
求
め
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
更
に
所
縁
は
、
画
像
や
銅
像
な
ど
の
姿
〔
に
過
ぎ
な
い
も
の
〕

が
〔
所
縁
と
〕
さ
る
べ
き
で
は
な
く
、
他
な
ら
ぬ
仏
そ
の
も
の
の

姿
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
〔
心
に
〕
顕
現
し
た
も
の
を
〔
所
縁
と

し
て
〕
て
学
ぶ
今
へ
き
で
あ
る
。

或
る
人
々
は
、
前
に
置
か
れ
た
仏
像
を
目
で
見
つ
つ
修
習
す
る

が
、
〔
そ
れ
が
〕
師
イ
ェ
ー
シ
ェ
ー
デ
ー
（
５
号
①
め
い
：
）
に
よ
っ

て
退
け
ら
れ
た
こ
と
は
実
に
し
か
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な

ら
、
三
昧
は
感
官
に
よ
る
認
識
（
根
識
、
号
騨
凋
冒
》
厨
言
の
恩
）

に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
心
に
よ
る
認
識
（
意
識
、

智
。
ご
厨
胃
切
冨
）
に
お
い
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

三
昧
の
直
接
の
所
縁
は
所
に
よ
る
認
識
の
直
接
の
対
象
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
れ
に
心
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
先
に
述
兼
へ
た
様
に
、
所
縁
の
対
象
そ
の
も
の
の
〔
心
の
中
に
映

⑰

じ
た
〕
形
象
ａ
。
ｐ
名
冨
）
も
し
く
は
〔
心
の
中
に
〕
現
れ
た
影
像

を
所
縁
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

〔
如
来
の
〕
身
体
に
は
微
細
な
も
の
と
鹿
大
な
も
の
と
の
二
種

あ
る
。
初
め
に
鹿
大
な
も
の
を
所
縁
と
し
、
そ
れ
に
対
し
て
堅
実

に
な
っ
て
か
ら
、
後
に
微
細
な
も
の
を
所
縁
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
別
の
箇
所
で
述
べ
た
。
〔
そ
れ
を
心
に
〕
体
験
す
る

に
際
し
て
も
鹿
大
な
も
の
は
実
に
（
国
ｇ
巴
容
易
に
現
れ
る
か
ら
、

〔
如
来
の
〕
身
体
の
鹿
大
な
も
の
か
ら
順
次
所
縁
と
す
べ
き
で
あ

↓
（
》
Ｏ

殊
に
重
要
な
こ
と
は
、
今
述
、
へ
て
い
る
よ
う
な
目
的
の
三
昧
を

達
成
し
な
い
内
に
多
く
の
多
種
の
所
縁
に
移
り
変
わ
っ
て
三
昧
を

行
う
こ
と
は
、
決
し
て
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
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異
な
っ
た
所
縁
に
移
り
変
わ
り
つ
つ
三
味
を
修
習
す
る
な
ら
ば
、

三
昧
を
達
成
す
る
こ
と
に
と
っ
て
（
勺
団
畠
ゞ
ｇ
大
き
な
障
害
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。

故
に
三
味
の
達
成
に
関
し
て
権
威
あ
る
典
籍
、
即
ち
『
琉
伽
論
』

や
三
部
の
『
修
習
次
第
』
な
ど
で
は
、
初
め
て
三
味
を
達
成
す
る

時
に
は
、
た
だ
一
つ
の
所
縁
Ｒ
＆
ｓ
ゞ
ｐ
）
に
関
し
て
達
成
す
る

よ
う
に
説
か
れ
、
多
く
の
所
縁
を
移
り
変
わ
る
よ
う
に
は
説
か
れ

て
い
な
い
。
ア
ー
ル
ヤ
シ
ュ
ー
ラ
（
も
冨
唱
印
？
§
四
》
ｇ
ゞ
シ
ｑ
四
‐

閻
国
）
も
明
瞭
に
述
識
へ
て
い
る
。
即
ち
．
っ
の
所
縁
に
お
い
て
意

思
を
確
固
た
る
も
の
た
ら
し
め
よ
。
多
く
の
所
縁
に
転
ず
る
な
ら

⑬

ぱ
、
心
は
煩
悩
に
乱
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
静
盧
を
達
成
す
る
こ

⑲

と
に
関
し
て
述
雫
へ
て
い
る
。
『
菩
提
道
灯
論
』
に
も
「
一
種
類
の

何
ら
か
の
所
縁
に
お
い
て
、
心
を
善
に
安
住
さ
せ
る
識
へ
き
で
あ

る
」
と
〃
一
種
類
″
と
い
う
限
定
す
る
語
で
も
っ
て
語
っ
て
い
る
。

そ
う
い
う
訳
で
、
最
初
は
一
つ
の
所
縁
を
所
縁
と
し
て
止
を
獲
得

し
、
後
に
多
く
の
も
の
を
も
所
縁
と
す
る
の
で
あ
る
。
『
修
習
次

⑳

第
１
』
に
は
「
作
意
を
よ
く
制
御
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
、

初
め
て
穂
や
界
な
ど
を
種
々
に
広
く
所
縁
と
す
る
の
で
あ
る
。

⑪

『
解
深
密
経
』
な
ど
に
も
、
行
者
は
十
八
空
性
を
所
縁
と
す
る
な

ど
種
々
の
多
く
の
所
縁
を
求
め
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
」
〔
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
〕
。

こ
の
よ
う
に
最
初
に
心
を
そ
の
上
に
保
つ
、
へ
き
所
縁
を
獲
得
す

る
た
め
の
基
準
〔
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
す
れ
ば
以

下
の
如
く
で
あ
る
〕
。
即
ち
、
頭
と
両
腕
と
身
体
の
他
の
部
分
と

両
足
と
を
順
番
に
何
度
も
想
起
し
、
そ
の
（
国
ｇ
望
最
後
に
身
体

全
体
に
注
意
を
傾
け
る
（
作
意
す
る
）
弓
．
画
且
】
Ｐ
）
時
に
、
心
に

麓
大
な
部
分
が
半
分
だ
け
で
も
現
れ
る
力
が
生
ず
れ
ば
、
輝
か
し

い
明
瞭
さ
は
生
じ
な
く
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
そ
れ
に
心

を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

即
ち
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
し
て
（
丙
出
目
』
ず
）
〔
そ
れ
に
〕
心
を
保

持
せ
ず
に
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
明
瞭
な
も
の
を
求
め
て
、
よ
り
明

瞭
に
想
起
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
所
縁
は
少
し
明
瞭
に
な
る
が
、
心

の
安
住
の
側
面
で
あ
る
三
味
が
得
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

〔
三
昧
を
〕
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
他
方
、

所
縁
が
た
い
し
て
明
瞭
で
な
く
て
も
、
半
分
だ
け
の
そ
の
所
縁
に

心
を
保
持
す
る
な
ら
ば
、
三
昧
が
速
や
か
に
得
ら
れ
て
、
そ
の
後

⑫

に
明
瞭
さ
に
有
効
な
作
用
を
及
ぼ
す
か
ら
、
明
瞭
さ
の
側
面
は
容

易
に
達
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
師
イ
ェ
ー
シ
ェ
ー

デ
ー
の
教
え
の
な
か
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
重
要
〔
な
教
え
〕
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑬

所
縁
の
現
れ
方
に
関
し
て
は
二
種
の
四
句
分
別
が
立
て
ら
れ
る

よ
う
で
あ
る
が
、
人
（
プ
ド
ガ
ラ
）
の
種
姓
の
故
に
、
行
相
の
現
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れ
に
困
難
な
も
の
と
容
易
な
も
の
と
が
あ
り
、
現
れ
た
と
し
て
も

明
瞭
な
も
の
と
不
明
瞭
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
ど
ち
ら
の
場
合
に

も
堅
実
な
も
の
と
堅
実
で
な
い
も
の
と
が
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に

種
々
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

密
教
の
主
尊
琉
伽
含
①
ぐ
鼻
葛
。
悪
）
を
成
就
す
る
場
合
で
あ
れ
ば
、

主
尊
の
明
瞭
な
姿
を
必
ず
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ

れ
が
現
れ
る
ま
で
は
、
多
く
の
手
段
の
中
か
ら
そ
れ
を
生
ず
る
方

策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
今
の
場
合
は
、
主
尊
の

姿
が
極
め
て
現
れ
に
く
い
時
に
は
、
先
に
示
し
た
ど
れ
か
一
つ
を

所
縁
と
し
て
心
を
保
て
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
止
の
三
昧
だ
け
を
達

成
す
る
こ
と
が
主
た
る
目
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、

主
尊
の
身
体
を
所
縁
と
し
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
そ
の
姿

弓
也
浬
ゞ
ｇ
が
現
れ
な
い
の
に
心
を
保
持
す
る
時
に
は
、
所
期
の

目
的
は
達
成
さ
れ
な
い
か
ら
、
現
れ
た
姿
の
上
に
心
を
保
持
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
且
つ
ま
た
、
そ
れ
が
生
じ
て
い
る
限
り
は
身

体
全
体
に
〔
心
を
〕
保
持
し
、
そ
の
身
体
の
ど
れ
か
一
部
が
極
め

て
明
瞭
に
現
れ
る
時
に
は
そ
れ
に
〔
心
を
〕
保
持
す
る
。
そ
れ
が

不
明
瞭
に
な
れ
ば
ま
た
〔
身
体
〕
全
体
に
〔
心
を
〕
保
持
す
る
の

で
あ
る
。

そ
の
際
に
、
〔
如
来
の
身
体
に
〕
黄
色
を
修
習
し
よ
う
と
し
た

人
に
赤
色
が
現
れ
る
宙
．
ｇ
ら
と
い
う
よ
う
に
色
が
確
定
し
な
い

こ
と
や
、
負
＆
ｇ
》
四
）
坐
像
を
修
習
し
よ
う
と
し
た
人
に
立
像
が

現
れ
る
と
い
う
よ
う
に
形
が
確
定
し
な
い
こ
と
や
、
一
つ
を
修
習

し
よ
う
と
し
た
人
に
二
つ
が
現
れ
る
と
い
う
よ
う
に
数
が
確
定
し

な
い
こ
と
や
、
大
き
な
も
の
を
修
習
し
よ
う
と
し
た
人
に
非
常
に

小
さ
な
も
の
が
現
れ
る
と
い
う
よ
う
に
大
小
が
確
定
し
な
い
こ
と

が
生
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
（
所
期
の
も
の
と
異
な
っ
て
生
じ
た

も
の
）
に
従
う
こ
と
は
断
じ
て
よ
く
な
い
の
で
、
ど
う
い
う
も
の

⑭

で
あ
れ
本
来
の
所
縁
の
み
を
所
縁
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
未
完
）

（
略
号
）

〔
テ
ク
ス
ト
ー
〕

厨
孟
タ
シ
ル
ン
ポ
版
閂
篇
Ｃ
Ｏ
蔦
。
ミ
ミ
ミ
雷
（
湧
き
』
画
ミ
薑
）

ミ
ミ
恥
閂
“
§
‐
謀
ｓ
‐
曾
国
。
‐
冨
冒
‐
電
侭
吻
‐
、
亀
．
ぐ
○
］
．
ｇ

卜

ｚ
①
言
己
巴
巨
）
忌
司

勺
息
北
京
版
悶
烏
．
８
．
Ｚ
。
．
ｇ
日

切
入
チ
ャ
キ
ュ
ン
版
青
海
民
族
出
版
社
、
一
九
八
五
年
（
本
訳

で
は
こ
れ
を
底
本
と
す
る
）

〔
そ
の
他
の
諸
文
献
〕

シ
、
勺
Ｈ
己
ぽ
い
Ｑ
局
Ｈ
四
邑
丘
凹
口
①
ｅ
）
堅
守
琴
鳶
琴
含
ミ
ミ
韻
ｍ
ｇ
今
冒
。
‐

・
ミ
邑
呉
烏
§
題
（
留
具
目
冨
国
ロ
』
岳
ｇ
）
ロ
の
月

目
呂
ｚ
ｏ
，
き
ち
ゞ
大
正
ｚ
○
．
晟
呂
．

シ
、
国
巨
ｚ
鼻
宮
口
己
目
算
首
①
ｐ
〉
崔
冨
蔑
言
ミ
ミ
争
旨
量
・
ミ
ミ
篁
邑
‐

９
回
迄
曇
蒼
（
団
騨
国
四
》
ご
認
）
〕
ロ
の
掛
目
○
ぽ
ｚ
○
．

色
靭
》
大
正
ｚ
○
．
畠
９
．
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切
国
声

田
彦
禺
〈
岬
［

、
面
目
肉
門
［

法
尊

国
営
門
ハ
月
目
閂

田
弓
勺

冒
疹
ぐ
国
冒

冨
衿
ぐ

野
沢

旨
の
ン

ご
国
忌
昌
ご
く
○
唱
丘
四
尉
四
の
ｇ
』
国
員
言
的
貝
ご
邑
冨
曽
員

（
Ｈ
ｏ
辱
○
》
ら
ご
）
・
ロ
①
月
弓
呂
．
ｚ
○
．
ち
雪
．
大
正

ｚ
○
．
旨
切
『
Ｐ

の
旨
、
①
己
も
①
目
巨
Ｏ
Ｂ
①
号
》
（
《
月
面
①
、
⑳
画
の
〆
吋
詳
餌
己
９

月
庁
①
げ
ゆ
ロ
庁
①
桝
蕨
呉
汁
ロ
①
卸
Ｈ
稗
国
丘
鯏
く
い
ロ
動
丙
吋
四
‐

目
色
〕
〕
：
写
裏
富
ミ
団
震
包
包
萱
凰
閂
恥
薑
吻
》
も
幽
昇
胃
昏
目

（
丙
『
○
ｓ
】
忌
詞
）
・
ロ
の
晶
目
○
言
ｚ
○
．
憩
扇
．

、
、

嗣
匂
○
菌
冒
⑦
○
ｍ
目
四
８
・
》
閂
言
弓
さ
恥
曽
惑
弓
や
ミ
ミ

目
育
牌
８
惠
包
切
琴
笥
喧
ｓ
ご
国
電
ｐ
茎
昌
（
の
揖
四
〉
］
④
ｍ
ｅ
・

ワ
①
晶
目
○
ぽ
．
ｚ
ｏ
・
忠
屋
．

①
旨
的
①
ｂ
も
①
門
口
Ｃ
ａ
の
ｐ
）
亀
《
目
冨
Ｈ
○
国
ぽ
倒
く
包
口
劉
屍
閉
色
‐

目
②
》
》
〕
』
患
菖
ｏ
費
画
胃
国
雪
急
目
、
曽
吻
〕
己
騨
罵
昌
胃
》

の
閏
討
○
国
①
口
許
巴
の
閃
○
ョ
凹
〆
旧
目
閂
（
罰
○
曽
秒
』

屋
己
）
・
ロ
①
品
目
○
言
ｚ
○
．
窓
弓
．

蜀
員
雪
、
ｓ
琴
亀
、
昌
亀
巷
急
】
ロ
①
昼
弓
Ｏ
Ｆ
ｚ
ｏ
．
＄
ミ
・

］
ハ
ぱ
牌

法
尊
『
菩
提
道
次
第
廣
論
」
（
重
慶
、
中
華
民
国
二

五
年
）

』
昏
蕊
琴
堂
割
寓
言
鼠
罫
画
叱
阜
‐
言
蚤
冨
．
ロ
⑦
月
月
○
ず
ｚ
○
．

吟
Ｃ
四
房
。

⑦
Ｐ
＆
首
冨
．
ｚ
②
血
色
○
⑦
ｇ
》
》
亀
圏
包
琴
建
冒
亭
営
昌
９
国
距
邑
‐

》
言
廻
倉
角
○
斤
望
○
》
ら
震
）
ロ
①
月
日
○
丘
．
ｚ
ｏ
・
邑
目
．

、

の
望
辱
画
口
Ｆ
の
ご
〕
①
Ｑ
》
』
畠
邑
蜀
詞
廷
曹
ミ
ー
の
詞
ミ
ミ
邑
蒼
計
画
黄
色

（
勺
ゅ
昼
の
』
ぢ
つ
ご
》
己
の
長
月
Ｏ
Ｆ
ｚ
ｏ
・
崖
つ
い
Ｐ

野
沢
静
證
『
大
乗
仏
教
験
伽
行
の
研
究
』
（
京
都
、

一
九
五
七
）

（
訳
注
）

①
旨
⑳
シ
や
盟
壺
ｌ
Ｐ
ｘ
目
目
当
》
ロ
胃
員
戸
司
１
房
』
⑳
．
］
・
野

沢
や
急
．
参
照
。

②
国
冨
肉
目
君
．
閏
〕
畠
ｌ
圏
も
》
ロ
閏
浅
》
豆
画
Ｉ
怠
》
少
逸
の

取
意
的
引
用
。
芳
村
も
＆
篭
．
参
照
。
芳
村
訳
に
は
多
少
の
誤
訳
が

あ
る
。
弔
い
路
』
Ｐ
親
切
す
ぎ
る
者
↓
過
度
の
交
わ
り
。
同
頁
最

終
行
“
永
く
障
り
な
く
疑
い
な
し
に
離
れ
た
な
ら
ば
↓
必
ず
そ
れ
ら

勺
勺
口
同
異
ロ
脚
庶
Ｐ
Ｈ
Ｐ
職
ロ
陣
》
、
冒
菖
や
、
ヨ
ミ
ミ
ミ
爵
‐
霞
、
軍
号
曽
｝

己
の
月
日
○
彦
．
』
・
己
．

の
国
営
属
胃
口
冒
①
晋
四
ｍ
匿
口
匡
煙
＆
．
》
伽
畠
昌
言
冨
亀
雪
一
旦

、

竪
菖
害
沁
急
（
勺
四
言
四
》
ご
畠
）
》
ワ
①
け
目
○
戸
ｚ
ｏ
・
邑
誤
・

大
正
ｚ
○
．
闇
忌
．

、
ｚ
、
同
．
炉
触
目
鼻
扇
①
ｇ
〉
吻
雪
惠
興
言
鼠
ど
き
ミ
ミ
ミ
吻
画
ご
亀

（
勺
胃
厨
）
ご
閨
）
》
ロ
①
月
日
○
戸
ｚ
ｏ
．
］
ｇ
》
大
正
ｚ
ｏ
．

⑦
『
②
。

の
園
勺
．
Ｆ
・
ぐ
昌
・
ぐ
ゅ
＆
．
〉
・
習
営
圏
包
琴
ミ
ミ
畠
員
曽
』
国
口
早

回
国
牌
の
ｐ
ｐ
ｍ
胃
詳
目
①
〆
蔚
）
ｚ
○
．
唖
（
己
抄
号
豈
ｐ
ｐ
ｍ
四
．

ら
臼
）
》
ロ
の
月
日
目
．
ｚ
ｏ
」
喝
）
大
正
Ｚ
。
．
＄
Ｐ

ゆ
め
弓
．
５
．
ぐ
騨
昼
目
色
①
ｇ
〕
伽
静
め
詞
旨
ミ
ミ
屑
亀
建
阜
〉
国
巨
早

、

Ｑ
冒
稗
⑳
四
．
骨
吋
詳
目
の
閥
威
》
ｚ
○
．
巨
（
ロ
ｐ
号
蔵
ｐ
ご
函
四
〉

忌
日
）
ゞ
大
正
Ｚ
。
．
ｇ
患
．

星
ぐ
酉
ぐ
昌
自
〕
シ
］
①
加
門
ぐ
く
色
ご
日
凹
ロ
》
○
員
量
署
侭
夢
、
』
患
ゞ
》
ミ
ミ
ミ

ロ
身
。
ミ
ミ
令
侭
善
、
罰
、
ミ
ヘ
ｚ
①
笥
叫
○
烏
・
忌
詞
）
．

、

急
畠
目
凹
口
＆
．
§
・
〕
』
冨
邑
雪
農
具
目
言
曾
目
急
ぎ
導
曽
員
冒
邑
‐

惠
忌
．
②
、
墓
も
卦
（
○
ｍ
匿
能
○
吋
．
〕
紗
』
や
つ
］
）
．
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ｐ
ゆ
く
ｐ
Ｈ
ロ
拝
い
ぼ
．

若
能
不
著
利
等
諸
欲
善
住
Ｐ
羅
性
忍
衆
苦
勤
発
精
進

速
能
引
発
正
著
摩
他
故
解
深
密
経
等
亦
説
施
等
為
後
後
因

（
巻
皿
、
や
閉
》
右
）

⑥
嗣
吋
詞
罵
④
》
豆
『
ｌ
陰
Ｐ
色
息
．

⑦
四
鼻
．
旨
伴
）
ロ
閏
⑲
』
丘
』
‐
吟
大
正
や
＄
⑤
ゞ
ロ
？
届
に
は
浬

藥
法
の
縁
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
勝
れ
た
縁
一
つ
と
劣
っ
た
縁
十

二
と
の
合
計
十
三
種
を
挙
げ
る
。

勝
縁
如
正
法
増
上
他
音
。
及
内
如
理
作
意
（
鞭
且
目
胃
日
目
冨
‐

も
胃
２
号
恩
Ｈ
胃
○
答
８
農
）
『
○
口
扉
○
日
四
口
儲
５
割
息
８
）
劣

縁
叩
自
円
満
（
弾
日
凹
閻
昌
冨
ｓ
、
他
円
満
（
圃
国
の
月
５
臂
）
、

善
法
欲
（
冒
曾
さ
号
胃
目
色
８
冒
且
島
）
、
正
出
家
（
胃
ゆ
く
国
‐

全
て
と
自
分
と
は
遠
か
ら
ず
し
て
離
れ
て
い
く
の
に
。

、

③
⑳
国
豈
や
患
》
巨
寓
」
ロ
自
国
台
産
鹿
》
大
正
や
ら
蝉
。
』
己
陣

に
世
間
出
世
間
の
二
道
の
資
糧
と
し
て
詳
細
に
説
か
れ
て
い
る
。

④
国
ご
門
胃
や
臼
卸
巨
ｌ
馬
、
ロ
日
ぢ
ち
ミ
ー
臼
、
四
』
蝉
芳
村
や

。
。
、

。
。
。
。

⑤
国
ず
圃
昌
園
目
色
３
を
雪
昌
目
色
ロ
は
苔
の
号
胃
①
の
薗
蔚
昆

口
β
昌
国
威
○
口
と
不
可
解
な
訳
を
し
て
い
る
言
窓
』
総
）
。
法
尊
は

利
等
諸
欲
と
訳
す
（
巻
型
、
固
引
』
右
）
。
以
下
の
『
修
習
次
第
Ｉ
』

の
引
用
箇
所
に
関
す
る
芳
村
訳
は
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
参
考
ま
で
に

原
文
と
法
尊
の
訳
を
掲
げ
て
お
く
。

い
秒
同
ご
ゆ
井
彦
○
岸
倒
ウ
ロ
脚
・
宮
丙
倒
厨
ロ
Ｐ
汁
凶
口
時
ゆ
己
の
澪
め
い
の
ぐ
い
、
曾
門
己
ぐ
ゆ
汽
己
Ｈ
騨
‐

、

ｐ
Ｆ
。
Ｄ
、

し
ト

ぐ
Ｈ
庁
汁
凹
巨
の
汁
彦
詳
四
ｍ
ご
餌
・
ロ
固
炭
ぽ
ぃ
Ｑ
ぐ
ゆ
凸
彦
］
ぐ
い
い
四
目
四
勘
』
ゆ
め
ぐ
ゆ
⑳
Ｈ
④
‐

ｔ

４

ｋ

ケ
Ｑ
ｐ
ｐ
ご
胃
く
い
の
ぐ
ゆ
閏
輌
面
Ｈ
ゆ
げ
の
Ｈ
四
門
口
の
ｐ
Ｈ
目
。
四
・
ぐ
Ｐ
計
①
．
四
斤
四
①
く
い
‐

く
ｌ

Ｄ
ｐ
Ｆ
。
、

Ｈ
ぐ
ゆ
の
“
「
国
畠
彦
冒
胃
黒
冒
○
○
沙
邑
勵
旦
い
邑
口
倒
口
閏
。
ゆ
ぐ
色
巨
芹
庁
凹
呂
○
斤
庁
四
Ｈ
色
蒔
く
①
‐

ご
巴
、
戒
律
儀
（
菖
儲
目
夏
目
秒
）
、
根
律
儀
（
言
身
与
国
２
日
‐

ぐ
肖
色
）
、
於
食
知
量
ｅ
９
着
ロ
①
冒
弾
国
言
Ｐ
団
）
、
初
夜
後
夜

常
勤
修
習
覚
悟
琉
伽
君
胃
ご
胃
呉
昌
富
国
国
耳
目
こ
ゅ
彊
凰
目
‐

冒
昌
○
鴇
）
、
正
知
而
住
（
困
昌
冒
旦
曽
昌
昌
冨
風
国
）
、
楽
遠
離

宕
倒
昌
ぐ
の
ご
Ｐ
）
、
清
浄
諸
蓋
（
巳
ぐ
胃
騨
己
四
く
豚
屋
且
ｇ
、
依
三

摩
地
（
闇
冒
目
匡
の
四
目
ロ
豚
昌
ぐ
巴
。

Ｌ
強

、

ま
た
、
国
冒
喝
．
認
】
巨
ｌ
笥
》
鰐
口
閂
勗
を
産
ｌ
宴
大
正
勺

き
い
秒
』
旨
１
局
に
は
以
下
の
よ
う
な
十
四
種
の
止
の
資
糧
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
望
昌
匡
四
本
で
は
根
律
儀
（
宮
島
毎
閉
胃
冒
触
国
）
が

脱
落
し
て
い
る
。

自
円
満
、
他
円
満
、
善
法
欲
、
戒
律
儀
、
根
律
儀
、
食
知
量
、

覚
悟
、
正
知
住
、
善
友
（
冨
々
目
四
日
芹
国
威
）
、
間
（
閏
邑
冒
‐

尉
昌
儲
国
ぐ
眉
包
）
、
思
（
。
旨
冨
目
）
、
無
障
（
ｐ
口
騨
ご
冨
働
園
）
、

、

捨
（
ご
凋
紗
）
、
荘
厳
お
国
日
凹
息
宮
昌
圃
国
）
・

芦
国
吋
冒
ゅ
ロ
ゞ
。
ミ
ミ
言
い
℃
や
曽
ｌ
湧
号
・
》
建
言
急
ご
吻
房
』
や
ｇ
）
己
や

急
ｌ
Ｐ
を
参
照
。

③
Ｆ
秒
目
Ｈ
冒
呂
①
口
目
○
（
切
本
）
や
引
当
観

⑨
団
彦
属
目
や
閏
．
ご
除
》
。
①
Ｈ
怠
」
ロ
切
陣
ゞ
芳
村
や
路
・

囚
官
民
［
目
や
い
駒
〕
己
①
Ｈ
割
』
色
》
］
焦
芳
村
や
ら
酌

、

⑩
印
国
丘
層
函
臼
・
己
ｌ
患
い
陣
ロ
関
屋
］
》
煙
忘
１
頁
鐸
大
正
や

急
Ｐ
四
』
蹟
ｌ
ｐ
Ｓ
．
言
昌
目
四
国
』
跨
口
騨
与
巴
の
軍
］
尻
．

⑪
昌
缶
ぐ
国
弓
や
臼
ゞ
扇
》
搦
国
冒
口
冨
巨
四
‐
の
四
目
、
圃
尉
目
．

、

⑫
六
種
の
力
駒
国
彦
固
誤
口
届
ｌ
誤
ロ
］
・
ロ
日
］
鴎
》
ロ
干
興

大
正
ロ
陰
臼
》
四
》
９
１
侭
．

聴
聞
力
（
胃
匡
冨
‐
９
両
）
、
思
惟
力
（
ｏ
冒
薗
。
）
、
億
念
力
（
の
目
．
‐

昼
。
）
、
正
知
力
（
ｍ
自
弓
屈
茜
昌
騨
。
）
、
精
進
力
言
Ｈ
制
。
）
、
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串
習
力
ｅ
Ｐ
ｐ
８
旨
。
）
。

、

＊
め
画
彦
に
は
忠
日
胃
ど
ゅ
昌
Ｐ
。
が
脱
落
し
て
い
る
。

、

四
種
作
意
駒
国
口
や
践
争
』
旨
ｌ
届
』
己
閏
直
路
ゞ
丘
切
』
大
正
や

埠
切
岸
す
》
画
ｌ
吟

力
励
運
転
作
意
（
冒
置
乱
冒
口
四
‐
甘
い
ｐ
ｐ
ｍ
圃
国
）
、
有
間
欲
運
転

作
意
（
３
の
呂
匙
国
乱
冒
口
四
。
）
、
無
間
絃
運
転
作
意
（
口
群
。
亘
‐

号
秒
乱
冨
昌
四
。
）
、
無
功
用
運
転
作
意
（
ゅ
目
ｇ
ｏ
阻
乱
冒
口
四
）
。

、

九
種
心
住
励
国
ロ
喝
．
函
騎
】
弓
ｌ
麗
怪
〕
］
、
。
⑦
Ｈ
昌
総
』
戸
甲
吟

大
正
や
急
Ｐ
Ｃ
》
畠
１
９
．

内
住
（
の
目
§
畠
⑨
陣
』
』
一
侭
冨
崎
耳
＆
層
）
、
等
住
（
＄
Ｂ
ｍ
‐

昏
骨
畠
Ｐ
武
々
冒
侭
Ｑ
凋
冨
Ｈ
』
で
ぬ
恩
Ｈ
ｇ
＆
恩
）
、
安
住

（
ゆ
く
餌
、
昏
号
畠
四
陣
》
肝
目
の
訂
〕
一
侭
冒
Ｈ
ｇ
＆
も
四
）
、
近
住

（
ロ
層
、
昏
骨
ｐ
冒
武
》
画
浦
ｇ
Ｈ
・
］
侭
Ｅ
Ｈ
ｇ
８
ｇ
）
、
調
順

（
８
目
畠
国
威
向
巳
ｇ
Ｈ
ｇ
８
恩
）
、
寂
静
（
＄
目
当
凹
陸
、
園
冨

ｇ
Ｈ
ご
呂
冨
）
、
最
極
寂
静
（
ぐ
冒
忌
の
Ｐ
目
④
冨
鰊
』
目
の
ｇ
Ｈ

、

国
匡
ｇ
Ｈ
身
＆
息
）
、
專
注
一
趣
（
鳥
○
は
菌
Ｈ
ｏ
陣
》
Ｈ
喝
且

唱
侭
目
ご
且
冨
）
、
等
持
（
闇
白
目
冒
倖
の
》
陣
員
侭
の

／

》
・
画
肖
ロ
ロ
ロ
ヴ
剣
①
Ｑ
も
四
）

Ｌ

⑬
覇
畠
骨
ミ
展
ミ
員
昌
言
ミ
角
呂
．
Ｚ
。
．
ｇ
路
）
間
巨
虐
旨
》
国
産
》

大
正
ぐ
巳
．
ｇ
》
や
３
口
。
．
届
１
国
．

資
糧
道
者
有
十
三
種
如
声
聞
地
已
説
。

⑭
国
秒
凰
ｇ
且
国
）
津
這
倉
‐
告
§
§
ｓ
§
富
、
ミ
曽
曾
§
ミ
ミ
ミ
ミ
‐

智
之
息
萱
②
§
》
ミ
ミ
ミ
ミ
ご
野
国
費
員
３
国
へ
目
○
面
．
ｚ
○
．
雪
巴
）
・

く

く

〆

園
自
己
Ｐ
旨
曾
盲
》
田
『
昌
己
ミ
ミ
零
倉
さ
冒
婦
目
》
ロ
［
（
目
○
胃
ｚ
ｏ
の
．

印
哩
』
、
ｌ
『
）
。

切
旦
ご
脚
ぽ
い
禺
鼠
働
巳
丘
〉
、
竜
窪
雪
詞
も
笥
曽
ご
鳶
ざ
、
畢
烏
旨
（
日
○
Ｆ
ｚ
○
．

４
ト

ト

』
つ
司
一
）
。

⑮
冒
閣
、
百
《
急
昌
目
四
口
は
昏
の
９
号
昌
烏
辱
宕
．
巳
巴
、

法
尊
は
仏
像
と
訳
す
（
巻
皿
、
や
鼠
右
）
。

⑯
昏
侭
奇
》
言
葛
日
伊
ロ
は
苔
の
骨
名
言
目
屋
）
ｓ
，
］
Ｂ
）
、
法

尊
は
空
点
と
訳
す
（
巻
型
、
や
忠
》
右
）
。

⑰
買
需
“
法
尊
は
種
子
形
と
訳
す
（
巻
皿
、
や
認
】
右
）
。

⑬
こ
の
一
文
は
意
味
が
掴
み
に
く
い
。
因
に
法
尊
は
次
の
よ
う
に
訳

し
て
い
る
（
巻
皿
、
や
患
』
右
）
。

然
る
に
能
く
彼
の
大
論
に
依
り
て
修
す
る
者
の
幾
た
る
や
昼
の
星

に
同
じ
。
将
に
自
ら
の
心
垢
を
責
め
て
論
の
過
と
為
し
、
彼
は
た

だ
能
く
外
解
を
開
關
す
と
謂
う
。
心
要
の
義
理
を
開
示
す
る
に
別

の
教
授
有
る
こ
と
を
妄
執
し
、
彼
の
所
説
の
修
定
次
第
に
於
い
て

正
し
く
修
定
す
る
時
、
党
に
何
に
似
た
る
に
為
る
か
に
全
く
疑
惑

無
し
。

言
昌
日
包
口
の
訳
も
不
明
確
ｅ
・
ぢ
い
崗
牌
９
時
・
）
。

＊
彼
の
所
説
は
彼
の
大
論
（
唱
冒
侭
呂
①
富
ゞ
偉
大
な
る
典
籍
）

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
一
文
は
、
例
え
ば
ニ
ン
マ
派

の
行
者
な
ど
が
自
己
の
実
践
法
に
の
み
固
執
す
る
余
り
、
『
声
聞
地
』

な
ど
の
偉
大
な
る
典
籍
を
顧
み
ず
、
そ
の
典
籍
に
説
か
れ
て
い
る
修

習
次
第
を
正
し
く
実
践
し
て
行
け
ば
、
そ
の
暁
に
は
ど
の
よ
う
な
境

地
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
と
も

し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

⑲
巨
衿
ぐ
国
昏
や
臼
》
ら
漕
ぐ
面
』
：
〕
ロ
員
忌
』
戸
騨

⑳
⑳
国
巨
層
．
こ
い
閏
ｌ
思
い
あ
、
胃
尉
目
』
四
函
占
》
大
正
や
億
『
）

色
』
画
平
画
空
タ
面
留
日
色
目
⑦
ｅ
》
や
誤
》
宇
野
Ｐ
、
や
“
Ｐ
Ｓ
ｌ
旨
》

ロ
自
己
唾
」
四
》
？
式
大
正
や
易
・
・
』
ご
凸
Ｐ
シ
の
切
豈
や
罷
』
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“
陣
》
ロ
①
Ｈ
ご
ゞ
ず
ふ
陣
』
大
正
や
置
躁
○
》
扇
倖

「
解
深
密
経
」
命
ｚ
ｍ
や
寵
・
弓
ｌ
鴎
）
で
は
四
種
の
所
縁
は
有

分
別
影
像
と
無
分
別
影
像
と
事
辺
際
と
所
作
成
弁
と
の
み
が
説
か
れ
、

遍
満
所
縁
な
ど
の
四
種
は
説
か
れ
な
い
。
し
か
し
覚
通
田
富
侭

呂
目
ａ
Ｎ
ｐ
・
嘗
尉
巳
）
の
註
釈
留
且
冨
昌
目
ご
○
ｏ
ｐ
ｐ
儲
日
３
ぐ
乱
辱
‐

冨
口
抄
（
日
呂
．
ｚ
○
．
鹿
認
）
で
は
遍
満
所
縁
な
ど
の
四
種
の
所
縁
と

関
連
づ
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
野
沢
や
届
』
．
参
照
）
。

④
鵯
巨
甥
盲
目
④
ロ
昌
唱
侭
医
目
肖
嘱
も
畏
昌
昌
蛎
噌
旧
順

目
切
Ｅ
ｐ
ｇ
号
合
唱
の
目
旨
ｇ
Ｈ
《
施
線
箇
所
の
意
味
が
難
解
。

法
尊
は
言
影
像
者
謂
非
実
所
縁
自
相
と
訳
す
（
巻
Ｍ
、
や
弓
》
右
）
。

こ
れ
で
は
‐
く
層
（
１
く
を
持
つ
）
の
意
味
が
取
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
。
弓
④
鼎
目
色
ロ
は
目
①
Ｈ
①
胃
鼻
＆
冒
唇
侭
①
腸
ｇ
目
ｏ
ｐ
Ｐ
‐

Ｈ
四
○
庁
①
Ｈ
Ｈ
ｐ
管
冒
巨
の
命
ロ
①
○
○
口
○
Ｈ
⑦
庁
①
目
①
ｍ
ｍ
Ｃ
開
計
ぽ
①
Ｈ
己
①
ｇ
詳
四
は
ぐ
①
○
壱
一
①
○
庁

ｅ
、
９
９
と
訳
す
。
目
嗜
め
を
昏
①
○
○
口
目
①
蔚
口
①
の
の
と
訳
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
目
唱
の
は
目
唱
切
目
の
略
で
「
当
の
そ

の
も
の
」
の
意
で
あ
る
。

⑳
⑳
国
丘
や
ｇ
い
い
ム
ロ
①
Ｈ
弓
．
Ｐ
〉
や
い
大
正
己
崖
麗
》
。
、
畠
ｌ
届
．

⑳
⑳
国
庁
や
い
ｇ
ふ
Ｆ
ｐ
①
Ｈ
ご
》
④
逸
騨
』
大
正
や
吟
罷
』
・
』
こ
陣

、

②
の
国
彦
や
ｇ
戸
『
陣
．
己
①
門
酋
．
四
産
廟
・
》
大
正
や
吟
忠
』
・
函
陣

⑳
の
ロ
ロ
や
閏
Ｐ
甲
巨
．
己
閂
曽
》
ロ
『
ｌ
圏
》
ｐ
》
蝉
大
正
や
鹿
Ｐ

ｊ
刀
ヨ
ヨ

ｐ
ｇ
ｃ
ｌ
伝
惇
。

、

⑳
の
国
け
弓
由
巨
息
ｌ
函
昂
』
底
．
ロ
関
雷
】
國
忠
ｌ
寵
》
戸
輿
大
正

も
．
』
妙
Ｐ
①
》
］
画
Ｉ
Ｃ
〕
興
鼻
ご
塑
割
ロ
］
煙
ロ
①
ｇ
》
己
．
“
式
哩
Ｈ
ｇ
も
ゆ
Ｈ
，

、

⑰
晒
国
丘
喝
出
ら
程
津
ロ
①
Ｈ
麓
》
魚
．
画
騏
・
》
大
正
や
溌
戸
・
ふ
い
〕

ぐ
く
ゆ
ご
月
巨
四
国
①
。
．
》
も
や
．
“
“
ｌ
や
房

、

⑳
⑱
国
匿
や
鴎
式
？
史
。
①
Ｈ
筐
』
色
恥
ｌ
吟
大
正
や
崖
輿
・
・
］
と
↑

星
ご
ゆ
園
Ｈ
己
曾
ロ
①
巳
》
も
．
、
二
四
Ｈ
○
℃
ｐ
Ｈ
．

、

⑳
ｍ
国
彦
弓
由
雪
出
ｌ
筐
要
旨
〕
ロ
閂
筐
』
。
Ｌ
ｌ
富
、
四
、
少
大
正

弓
．
院
興
・
》
い
Ｉ
茂
鍔
ゆ
ゞ
鰐

、

⑳
⑱
国
旨
弓
．
瞳
岸
届
ｌ
筐
卸
巨
》
ロ
閏
程
）
四
・
甲
式
大
正
や
鹿
吟

い
》
仁
ｌ
］
］
・

＠
ｍ
ｍ
彦
電
．
膣
回
届
ｌ
筐
詞
輿
己
日
総
》
四
首
と
ふ
』
大
正
や
ら
鍔

四
・
』
胃
１
画
い

、

、
の
国
旨
弓
団
ミ
》
巳
ｌ
腱
津
蝉
ｐ
ｏ
Ｈ
旨
》
戸
切
ｌ
闇
）
秒
》
輿
大
正

己
．
』
幽
吟
Ｐ
》
い
い
Ｉ
ワ
〉
動

険

、

＠
の
国
彦
や
唾
乞
恥
当
．
ロ
日
器
》
騨
固
‐
詞
大
正
己
ら
環
戸
？
届
．

②
言
騨
旨
ご
Ｐ
巨
訳
言
．
］
員
ｇ
ｌ
圏
）
は
魑
拐
旨
・
…
：
牌
○
口
の

・
侭
唱
品
○
口
儲
と
い
う
関
係
詞
を
考
慮
し
て
い
な
い
。

⑮
⑳
国
ロ
層
因
ら
》
届
ｌ
寧
日
》
己
ゞ
ご
閏
罵
）
戸
］
ｌ
農
）
“
』
輿
大

正
や
ら
鰐
口
Ｅ
Ｉ
Ｃ
・
Ｐ

、

⑳
⑳
国
置
弓
．
誤
］
〕
巨
ｌ
囲
い
旨
）
ロ
①
鄙
置
』
四
通
ｌ
農
ゞ
Ｐ
出
》
大

正
喝
．
盆
躁
・
と
ｌ
臨
興
ロ
圏
．

⑰
国
昌
ハ
目
や
望
．
ｇ
》
ロ
閏
畠
．
ロ
醇
芳
村
や
路
騨

⑬
言
明
“
雪
皇
目
幽
昌
は
切
目
。
巳
旦
昏
。
侭
冒
と
訳
す
念
．
Ｓ
Ｐ

ｇ
。
法
尊
は
彼
説
（
巻
皿
、
や
認
』
左
）
。

⑳
牌
○
侭
隠
昌
己
院
嵐
冨
咽
日
目
』
唱
○
目
〕
唱
○
酌
弓
葛
回
国
ロ

は
劃
冨
昏
①
Ｈ
ｏ
Ｈ
］
目
鼻
昏
閏
①
詰
む
閉
め
樹
①
甘
さ
苫
①
。
ｐ
旨
く
Ｐ
陸
Ｏ
ｐ

ｇ
ぐ
○
目
〕
①
閉
と
訳
す
念
．
］
８
．
？
己
。
法
尊
は
亦
是
否
修
空
と

訳
す
（
巻
哩
、
や
認
》
左
）
。

⑳
急
昌
日
四
口
は
冨
唱
自
己
昌
冨
唱
冒
喝
涜
ゞ
言
函
冨
の
》
ぢ
ぬ
層

を
勵
四
陣
○
口
と
訳
し
て
い
る
が
ｓ
・
］
Ｓ
ゞ
ご
そ
れ
は
む
し
ろ
彼

の
訳
の
中
の
烏
鷺
目
、
○
口
に
当
た
る
語
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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＠
国
嵐
因
目
や
、
弓
ら
．
ロ
自
曽
．
ロ
ロ
芳
村
畠
）
＆
雪
．
芳
村
訳
は

色
昌
簡
冨
目
を
止
を
止
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
と
解
し
て
、
こ
の
一

文
が
そ
れ
が
所
縁
の
方
に
は
な
く
心
の
方
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
も

の
で
あ
る
と
誤
解
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

＠
国
固
屯
》
腱
Ｐ
Ｐ
｝
］
・
具
．
言
当
日
四
口
勺
届
・
く
の
厨
の
ち
．

、

＠
ｍ
ｍ
ば
や
］
畠
．
届
１
頁
。
①
Ｈ
弓
』
曾
産
ふ
》
大
正
む
ふ
路
》
色
々

］
ｏ
ｌ
］
⑳
。

、

＠
ｍ
国
ぽ
弓
］
房
』
弓
１
９
・
ロ
①
局
司
》
Ｐ
》
？
式
大
正
ロ
信
鈩
煙
』

』
②
１
房
『
．

、

⑮
叩
国
ず
っ
困
吟
？
己
．
ロ
日
昌
隠
〕
四
・
や
岸
大
正
弓
．
産
口
。
》

鵲
ｌ
直
画
幽
も
．
急
亀
日
四
国
や
産
即
ロ
．
自
．

、

⑳
⑩
国
医
も
恥
筐
』
弓
Ｉ
扇
．
ロ
日
』
圏
〕
①
》
吟
大
正
層
に
軌
ゞ
画
〕
や
由
．

昇
署
ゆ
く
口
胃
騨
ロ
ロ
．
』
』
卸
ロ
．
心
酔

、

⑰
⑳
国
嵌
弓
．
弓
Ｐ
弓
ｌ
弓
］
）
ｇ
》
ロ
の
Ｈ
亀
、
ゥ
ふ
ｌ
露
』
騨
固
》
大

正
や
怠
会
丘
や
臆
．
の
取
意
的
引
用
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
負
増

上
、
瞑
増
上
、
療
増
上
、
慢
増
上
、
尋
思
増
上
の
四
種
の
プ
ド
ヵ
ラ

の
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

、

⑬
切
明
ぽ
弓
畠
。
〉
巴
ｌ
弓
酔
式
己
国
罵
』
騨
『
甲
ず
も
〉
大
正
ロ
烏
吟

戸
隠
‐
圏
．
の
取
意
的
引
用
で
あ
ろ
う
。

、

⑲
の
切
声
や
弓
蝉
中
屋
〕
ロ
自
尉
』
戸
甲
鐸
大
正
ｐ
怠
鍔
戸
圏
‐
。
』

甑
の
取
意
的
引
用
で
あ
ろ
う
。

、

⑳
ｍ
画
面
も
＆
筐
．
己
Ｉ
畠
｝
口
角
］
膳
』
餌
．
や
●
の
取
意
的
引
用
で

あ
る
』
『
ノ
。

、

＠
の
切
琶
喝
唱
麗
》
国
ｌ
冒
塞
ゞ
］
．
ロ
。
Ｈ
弓
』
。
当
古
函
〕
大
正
や

億
酌
抄
）
息
ｉ
圏
．
の
江
目
Ｑ
稗
は
目
旨
訳
・
漢
訳
と
か
な
り
異
な
っ

て
お
り
文
意
が
不
明
確
で
あ
る
。
望
鳥
目
①
凶
は
以
下
の
如
く
で
あ

つ
○
○

ｍ
曾
○
鼻
印
夢
蜀
①
ぐ
ゆ
庁
妙
ざ
巨
丙
⑱
巳
戸
ｍ
貰
冒
、
屍
胃
働
口
曽
口
の
ぐ
畠
四
斤
！

■
凸

ｍ
Ｐ
ｐ
①
の
④
員
貝
唇
ロ
。
画
ゆ
け
〕
屍
芦
ご
汁
昌
戸
騨
巨
砂
煙
昌
吋
①
Ｏ
芹
庁
四
・
段
ロ
ロ
も
画
昌
澤
口
ゆ
ｌ

Ｑ
ｐ
ｐ
幽
陸
．
ロ
の
庁
目
印
餌
口
］
〕
昌
口
・
彦
○
包
曰
倒
宮
骨
肉
い
宮
の
巴
罰
①
》
も
Ｈ
四
庁
買
い
冒
凹
‐

、
四
Ｋ
昌
民
ロ
ロ
ロ
弓
四
脚
割
色
詐
四
口
四
戸
四
口
の
騨
胃
閨
①
、

漢
訳
の
「
愚
有
情
命
者
生
者
能
養
育
者
補
特
伽
羅
事
。
応
於
瀧
善

巧
安
住
其
心
。
…
…
若
愚
無
常
苦
空
無
我
。
応
於
縁
起
処
非
処
善
巧

安
住
其
心
・
」
に
当
た
る
語
が
欠
け
て
い
る
。

、

②
叩
国
営
や
］
ｇ
〕
甲
式
ロ
⑦
尉
司
』
ロ
雫
餉
・
大
正
己
念
鈩
秒
》
鴎
‐

西
武
昇
昌
四
割
目
〕
①
ロ
も
．
』
一
切
国
．
、
Ｐ

②
の
国
ロ
ロ
己
、
》
ｇ
１
尾
》
ロ
①
Ｈ
認
．
四
．
甲
函
．
大
正
ロ
信
買
口

瞳
‐
届
．
、
屏
目
の
博
は
目
旨
訳
・
漢
訳
と
か
な
り
相
違
し
文
章
が

欠
落
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
の
再
目
①
弾
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
・

芹
四
○
○
四
℃
Ｈ
凹
武
ヴ
凶
口
〕
ず
包
口
曽
己
儲
伊
感
ず
茸
巨
ず
ゆ
ｐ
ご
詳
討
口
○
割
凹
合
の
．
］
茸

Ｂ
‐
Ｆ

臂
己
動
国
営
庁
四
の
罰
四
、
］
口
の
目
Ｐ
ぐ
ぬ
、
、
詐
巨
、
四
ウ
ゴ
劉
輌
ゆ
め
罰
騨
も
Ｈ
い
は
ず
昏
曰
目
ず
Ｐ
、
目
色

も
胃
割
劉
昌
脚
昌
ぐ
①
臼
ｇ
自
動
・
日
（
弓
①
弾
で
は
己
騨
Ｈ
罰
幽
割
倒
国
幽
ロ
シ
・塁

摂
決
択
分
中
思
所
成
菩
地
に
は
「
三
摩
地
所
行
の
影
像
等
の
色
を

意
所
取
の
色
と
名
づ
く
」
と
言
う
（
弓
呂
Ｚ
。
．
ｇ
鵠
』
圏
息
冨
・
沙
》

司
’
ず
〕
］
）
Ｏ

③
圃
旨
唱
凹
”
目
色
目
昏
Ｐ
）
昌
揖
侭
の
の
冨
尉
言
唱
目
］
国
弛
弓
葛
‐

目
ぃ
ロ
は
○
国
①
急
げ
○
ず
勝
己
ｇ
唱
昌
の
甘
昏
①
屋
目
芹
ｇ
ｏ
畠
日
旨
い

目
鼻
Ｈ
①
四
目
①
印
８
Ｎ
冨
冒
ご
と
誤
訳
し
て
い
る
ｅ
，
巨
騨
弓
ｌ
昂
）

法
尊
は
尤
其
上
品
負
行
者
等
修
著
摩
他
時
と
意
訳
し
て
い
る
（
巻
蛎
、

己
白
』
右
）
。

⑬
国
民
目
や
笛
．
］
と
》
己
の
禺
ミ
》
戸
や
画
》
芳
村
軍
器
や
．

国
国
内
目
［
や
鼻
届
ｌ
Ｅ
．
ロ
関
買
い
恥
ｌ
躁
芳
村
や
ら
Ｐ
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⑮
ポ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
は
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
師
に
当
た
る
。
ア
テ
ィ
ー

シ
ャ
は
彼
の
著
作
『
般
若
灯
論
釈
』
（
目
呂
．
ｚ
○
．
＄
院
》
嗣
匡
』
匿
い

ロ
ｇ
の
中
で
…
…
匡
凹
目
四
目
貫
昂
昌
邑
①
耳
の
自
己
号
巴
嗣
苫
眉

呂
目
冨
触
凋
冒
：
。
…
と
い
う
よ
う
に
ポ
ー
デ
ィ
バ
ド
ラ
が
自
分
の

重
要
な
師
の
一
人
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

⑰
留
日
目
ご
ｍ
閏
弓
目
国
冨
は
ぐ
自
国
角
呂
．
ｚ
○
．
＄
瞳
）
・
園
》
ｇ
》

四
》
い
ｌ
ｐ
ｇ
．
睦
旨
滅
呈
ご
色
旨
ご
ゅ
ロ
》
閂
言
町
謹
包
包
ミ
急
胃
＆
ミ
宝
湧
』
．
門
錆
萱

○
富
冒
ａ
ｏ
Ｉ
弓
き
い
曽
富
固
め
ミ
ミ
冒
爵
言
〉
や
巨
騨

⑬
ア
テ
ィ
ー
シ
ャ
の
自
著
「
菩
提
道
灯
論
』
に
対
す
る
自
註
「
菩
提

道
灯
諭
釈
』
角
目
．
ｚ
○
．
患
院
）
属
嵐
》
自
画
⑳
》
７
戸
吟
か
ら
の

引
用
。

⑨
言
畠
日
四
目
の
訳
は
胃
ご
且
曽
旨
白
目
の
盲
（
極
め
て
優
れ

た
）
」
と
い
う
語
が
、
仏
身
が
極
め
て
優
れ
た
所
縁
で
あ
る
こ
と
を

示
す
形
容
詞
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
誤
訳

令
．
巨
鈎
屋
‐
屍
）
。
法
尊
は
こ
の
箇
所
を
故
此
所
縁
最
為
殊
勝
と
、

此
の
所
縁
つ
ま
り
仏
身
が
最
も
殊
勝
で
あ
る
と
正
し
く
訳
し
て
い
る

（
巻
晦
、
や
］
・
左
）
。

⑳
、
閃
回
国
》
７
９
ゞ
弓
〕
民
ロ
関
園
・
豆
卸
弓
禺
．
ｚ
○
．
己
切

目
ぽ
罠
］
印
Ｐ
］
．

⑥
屯
，
巨
．
西
閨
房
○
口
ゞ
閂
言
閂
常
営
ご
弓
ミ
ミ
善
嚥
、
§
ご
‐
ミ
曹
‐

畠
鳶
白
さ
ミ
ョ
包
琴
ｓ
Ｉ
の
国
営
冒
謹
野
琴
画
ｅ
争
急
ミ
言
ｌ
い
§
鳶
口
包
冒
１
ｍ
詞
ご
亀
（
目
○
斉
罰
○
】

］
や
「
巴
四
Ｆ
》
具
℃
Ｑ
ｏ
・
〕
《
《
画
巨
ｇ
Ｑ
彦
勤
己
口
曾
己
崗
は
冒
汁
ロ
①
甸
禺
包
含
竜
口
詐
も
四
！

ロ
ロ
④
ｌ
ご
ロ
・
・
医
①
１
ｍ
四
『
口
計
ロ
ロ
屏
弓
働
く
ゆ
め
侍
声
詳
Ｐ
Ｉ
の
“
員
〕
脚
・
間
苧
の
口
許
叶
騏
》
》
一
○
蓉
受
富
倉
、

旦
冒
島
倉
弓
、
ミ
。
唾
§
ご
画
忌
詞
）
己
農
・
櫻
部
建
『
般
舟
三

昧
経
記
」
（
京
都
、
一
九
七
五
年
）
、
己
割
．
梶
山
雄
一
『
空
の
思
想
」

（
京
都
、
一
九
八
三
年
）
勺
９
．

＠
国
昌
肉
目
目
や
画
』
や
己
、
己
①
片
司
』
ロ
ー
芳
村
も
Ｌ
ら
．

＠
画
毒
嗣
胃
貝
や
吟
届
ｌ
畠
》
ロ
閂
雪
》
い
》
甲
輿
芳
村
や
筐
Ｐ

⑧
注
③
参
照
。
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
の
引
用
は
三
昧
王
経
の
貝
ご
訳
（
勺
鳥
．

ロ
①
Ｈ
）
と
は
か
な
り
相
違
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
が
経
そ
の
も
の
か

ら
で
は
な
く
、
国
豈
属
目
（
口
①
Ｈ
合
』
丘
ら
の
通
り
に
引
用
し
た

こ
と
に
因
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
法
尊
は
こ
の
二
種
を
由
覚
新
起
と
於
原
有
令
重
光
顕
と
訳
し
て
い

る
（
巻
妬
、
ロ
］
〕
左
）
。
乏
葛
目
色
ロ
は
鳴
口
①
国
威
侭
目
。
弓
与

昇
ご
群
］
】
Ｑ
勝
ｏ
己
。
〕
旨
色
武
○
口
）
四
国
空
舎
豈
①
ぐ
〕
ご
』
阜
韓
の
。
○
屋
①
○
丘
○
口
（
○
［
庁
屋
①

ｇ
身
）
号
ぐ
①
巨
侭
冒
呉
巨
恩
］
々
と
訳
す
ｅ
，
巨
吟
届
ｌ
屋
）
。

⑳
ぃ
侭
○
口
昔
》
弓
葛
目
ゅ
口
は
前
者
（
騨
の
８
房
①
ざ
同
日
①
Ｈ
１
新
た

に
心
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
）
と
解
し
て
い
る
ｅ
，
巨
吟
扇
）
。
法

尊
は
先
と
訳
す
（
巻
巧
、
勺
』
左
）
。

⑰
日
日
鴇
冒
冒
目
唱
印
穴
己
合
口
⑳
冨
詩
法
尊
は
縁
実
境
之
総
義

と
訳
す
が
意
味
不
明
（
巻
晦
、
固
い
右
）
。
弓
昌
冒
騨
邑
は
秒
冒
①
‐

邑
詳
ｐ
は
く
①
○
ず
万
○
詐
営
口
庁
戸
①
色
凰
出
口
函
○
【
感
冒
の
Ｈ
①
唇
①
○
ず
①
色
臂
ｐ
ｐ
ｍ
①

と
訳
す
念
．
］
庭
》
最
後
三
行
）
。
急
畠
自
習
］
の
訳
が
比
較
的
原
意

に
近
い
か
。
要
す
る
に
三
味
の
対
象
が
現
実
の
物
で
は
な
く
心
の
な

か
に
生
じ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑬
弓
畠
目
色
己
念
塔
急
》
ロ
．
ｇ
）
に
依
る
と
《
も
閏
四
目
３
３
冒
静
ゆ

ず
民
Ｐ
Ｈ
詞
四
召
Ｈ
ゅ
》
〕
．
①
旦
炉
．
句
①
同
四
国
〕
旨
』
富
富
ご
忌
偏
ミ
ミ
角
．
凄
い
鳶
豊
）

ぐ
ｇ
・
滋
（
匿
怠
）
）
ご
〕
‐
ぐ
①
厨
①
届
．
（
筆
者
未
確
認
）

⑲
国
弔
詞
膣
・
・
印
虐
．
＆
．
言
葛
自
営
〕
勺
崗
ゞ
ぐ
の
厨
の
ち
．

⑩
国
ぽ
嵐
胃
勺
望
豆
甲
刃
。
①
儲
望
〕
秒
閻
１
口
芳
村
で
路
・
芳
村

は
言
冨
目
色
ご
ｐ
骨
胃
○
（
『
匙
冨
ず
’
く
＆
己
凹
戸
嵩
匡
鳴
も
胃
口
浦
口

冒
を
「
意
作
が
歪
ん
だ
」
と
誤
訳
し
て
い
る
。
法
尊
は
已
能
摂
其
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作

意

と

訳

す
(

巻

15
、p

・2

•

右)

。
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p
p
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0
7
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・se
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・
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・
に
十
七
種
の
空
が
説
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れ
る
。

力 

マ
ラ

シ
ー

ラ
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こ

の

十

七

空

に

そ

の

後

のs
e
c
・

3
1

に
説
か
れ
る
そ 

れ

ら

十

七

空
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総

合

す

る

総

空(

の
日:L

y
a
t
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s
a
J
P
L
g
r
a
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a
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を

加
え
て

十
八
空
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

野

沢
p

・31
9

申

参

照
。
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d
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s

 

g
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b
o
g
s

 b
t
o
n

 

p
a
s

 
一
 

W
a
y
m
a
n

 

は
明
瞭 

さ
か
ら
利
益
を
引
き
出
す
と
い
う
よ
う
に
訳
す 
(
p

・ー
ー
6

ゝ1
2—

1
3
)
。  

法

尊

は

次

令

明

顕

其

明

易

成

と

訳

す(

巻

15
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・2

・
左)

。
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f
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a
l
t
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r
n
a
t
i
v
e
s

 

a
n
d

rt-w
o
 

c
l
a
s
s
e  s  

と

訳

す(
p
.1

1
6
"
1
8
1
1
9
)。

法
尊
は
二
種
四 

句

之

説
(

巻

15
、P

 

2

•

左)

。

®
 

d
m
i
g
s

 
r

rt-e
n
 
一
 W

a
y
m
a
n

 

は 

f
o
u
n
d
a
t
i
o
n

 

o
f

 

m
e
d
i
t
a
t
i
v
e

 

o
b
j
e
c
t

と
訳
す 
(
p

・11
7
・

一?

ー
ー
)

が

d
m
i
g
s

 p
a

と
殆
ど
同
義 

と
解
す
る
方
が
よ
い
。W

a
y
m
a
n

の

よ

う

に

訳

し

て

もf
o
u
n
d
a
—  

t
i
o
n

が
何
を
意
味
す
る
か
分
か
ら
な
い
。

法
尊
の
所
縁
境
と
い
う 

訳
(

巻

15
、p

・2

・
左)

が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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