
経
典
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
味
読
を
重
ね
る
た
び
に
そ
こ
に
気
づ
か
さ
れ
て
い
く
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
読
む
者
の
心
が
広
げ
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
好
ん
で
読
み
続
け
ら
れ
て
き
た
経
典
に
は
、
殊
に
そ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
が
あ
る
よ
う
で
、
維

摩
経
も
そ
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。
僧
伝
に
よ
っ
て
見
て
も
維
摩
経
の
講
義
が
な
さ
れ
た
り
、
注
疏
が
著
わ
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
多
く
記

さ
れ
て
お
り
、
現
存
す
る
維
摩
経
注
疏
も
少
な
く
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
中
で
の
晴
の
吉
蔵
の
注
疏
、
い
わ
ゆ
る
玄
論
、
義
疏
、
遊

意
そ
し
て
唇
疏
と
い
わ
れ
る
疏
の
存
在
に
は
多
く
の
課
題
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

摂
嶺
興
皇
相
承
を
自
負
す
る
吉
蔵
に
と
っ
て
、
維
摩
経
は
若
い
時
か
ら
馴
れ
親
し
ん
で
き
た
経
典
で
あ
り
、
羅
什
、
僧
肇
や
道
生
の
注

疏
も
伝
承
し
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
師
法
朗
の
講
説
を
覆
述
す
る
に
始
ま
り
、
自
ら
も
講
義
を
す
る
な
ど
、
恐
ら
く
そ
の
回
数
は
法

華
経
講
述
の
三
百
遍
に
勝
る
と
も
下
回
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
吉
蔵
が
撰
述
し
た
維
摩
経
の
諸
疏
は
長
安
に

入
っ
て
よ
り
五
六
年
の
間
の
撰
述
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
ら
の
撰
述
が
満
を

持
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方
向
で
考
え
て
い
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
詳
細
な
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
維
摩
経
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
側
面
よ
り
い
さ
さ
か
眺
め
て
み
た
い
。

維
摩
詰
所
説
経
と
吉
蔵

三
桐
慈

海
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浄
名
玄
論
の
冒
頭
に
は
吉
蔵
自
ら
が
そ
の
撰
述
の
意
図
を
記
し
、
維
摩
経
義
疏
に
も
撰
述
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
維

①

摩
経
に
関
わ
る
諸
疏
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
既
に
詳
細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
成
果
に
依
り
な
が
ら
少
し
視

点
を
ず
ら
し
て
眺
め
て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
敢
て
繁
を
い
と
わ
ず
吉
蔵
の
記
述
を
挙
げ
て
、
そ

の
二
に
つ
い
て
の
推
測
を
加
え
て
み
た
い
。

金
陵
沙
門
釈
吉
蔵
、
陪
従
大
尉
公
晋
王
、
至
長
安
県
芙
蓉
曲
水
日
厳
精
舎
。
養
器
乖
方
、
価
抱
脚
疾
。
恐
旋
南
尚
遠
、
而
朝
露
非
箸
。

毎
省
慰
嶮
之
言
、
遊
心
調
伏
之
旨
。
但
蔵
、
青
裳
之
歳
、
頂
戴
斯
経
。
白
首
之
年
、
翫
味
弥
篤
。
願
使
経
胎
不
失
、
歴
劫
迩
明
。
因

撰
所
聞
、
著
薮
玄
論
。
（
後
唇
）
（
浄
名
玄
論
）

余
、
以
夫
開
皇
之
末
、
因
於
身
疾
、
自
著
玄
章
。
仁
寿
之
終
、
奉
命
撰
於
文
疏
。
辞
有
閼
略
、
致
二
本
不
同
。
（
維
摩
経
義
疏
）

既
に
考
察
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
浄
名
玄
諭
が
撰
述
さ
れ
た
の
は
、
晋
王
楊
広
が
皇
太
子
の
位
に
つ
い
た
開
皇
二
十
年
十
一
月
以
前
で
あ

る
こ
と
は
、
「
大
尉
公
晋
王
に
陪
従
し
て
」
と
挑
帝
に
対
し
て
晋
王
の
称
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
明
か
で
あ
る
。
吉
蔵
は
楊
広
に
随
行
し
て

長
安
の
日
厳
精
舎
に
は
い
り
、
そ
の
第
一
声
と
し
て
玄
論
を
著
わ
し
た
と
思
わ
れ
る
。
会
稽
に
在
っ
て
は
法
華
経
の
玄
論
と
義
疏
を
ま
と

め
、
慧
日
道
場
に
は
い
っ
て
三
論
玄
義
と
勝
鬘
宝
窟
を
著
わ
し
て
、
江
南
の
仏
教
界
に
そ
の
地
位
を
築
い
て
き
た
。
し
か
し
晴
の
都
で
あ

る
長
安
の
仏
教
界
に
対
し
て
は
、
「
金
陵
沙
門
釈
吉
蔵
」
と
名
乗
っ
て
遠
慮
を
示
し
日
厳
寺
沙
門
と
は
記
し
て
い
な
い
。
長
安
や
洛
陽
を

中
心
と
す
る
北
地
の
仏
教
界
で
は
、
十
地
経
論
や
摂
大
乗
論
な
ど
の
唯
識
系
の
経
論
の
研
究
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
た
と
え
羅
什

か
ら
の
伝
統
は
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
中
論
な
ど
の
三
論
の
研
究
は
過
去
の
も
の
と
し
て
主
流
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

論
の
研
究
が
盛
ん
な
場
所
で
は
経
の
注
釈
で
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
る
。
法
華
経
の
注
疏
に
つ
い
て
は
既
に
吉
蔵
の
名
は
長

安
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
維
摩
経
の
注
疏
と
し
て
は
浄
影
寺
慧
遠
の
維
摩
義
記
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。
吉

二二
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浄
名
玄
論
撰
述
の
時
期
は
開
皇
十
九
年
よ
り
二
十
年
の
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
維
摩
経
義
疏
に
「
余
、
そ
れ
開
皇
の
末
を
も

っ
て
、
身
疾
に
よ
っ
て
自
ら
玄
章
を
著
わ
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
身
疾
に
よ
る
と
は
玄
論
に
「
器
を
養
う
に
方
に
乖
い
価

て
脚
疾
を
抱
く
。
恐
く
南
に
旗
る
も
な
お
遠
く
、
朝
露
箸
ら
ず
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
日
厳
精
舎
に
住
し
て
よ
り
身
体

が
不
調
の
上
に
脚
疾
に
悩
ん
で
お
り
、
体
調
に
自
信
を
な
く
し
て
い
た
。
し
か
し
「
毎
に
慰
峨
の
言
を
省
み
、
心
を
調
伏
の
旨
に
遊
ば
す
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
疾
い
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
維
摩
経
問
疾
品
の
中
で
の
有
疾
の
菩
薩
を
慰
嚥
し
心
を

調
伏
す
る
方
法
を
説
く
文
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
維
摩
経
の
読
諦
研
讃
に
よ
っ
て
疾
患
の
慰
嚥
調
伏
を
し

②

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
は
興
味
深
い
視
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
吉
蔵
自
身
の
疾
病
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
長
安
に
お
け
る

有
力
な
人
に
対
し
て
な
さ
れ
た
行
為
と
考
え
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
ば
誰
に
対
し
て
の
思
い
入
れ
で
あ
ろ
う
か
。
開
皇

十
九
年
に
晋
王
楊
広
に
倍
従
し
て
長
安
に
入
っ
た
と
し
て
、
二
十
年
十
一
月
に
兄
で
あ
る
皇
太
子
楊
勇
を
廃
し
て
、
楊
広
を
皇
太
子
位
に

つ
け
た
の
は
生
母
の
独
孤
皇
后
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
し
て
皇
太
子
と
な
っ
た
翌
年
に
皇
后
は
崩
御
し
て
い
る
。
体
調
の
勝
れ
な
い
独

蔵
に
と
っ
て
維
摩
経
は
若
く
よ
り
学
ん
で
き
た
経
典
で
あ
り
、
三
論
の
宗
義
を
発
揮
す
る
に
最
も
適
し
た
も
の
と
し
て
、
自
信
を
も
っ
て

長
安
仏
教
界
に
対
応
で
き
る
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。
「
蔵
、
青
裳
の
歳
、
斯
の
経
を
頂
戴
し
、
白
首
の
年
、
翫
味
い
よ
い
よ
篤
し
」
と
、

博
く
南
北
を
採
り
古
今
を
提
拾
し
て
玄
論
を
著
わ
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
江
南
に
在
っ
て
は
繰
返
し
維
摩
経
の
講
義
が
重
ね
ら
れ

て
き
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
注
疏
の
形
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
明
か
で
は
な
い
が
、
吉
蔵
の
本
格
的
な
著
述
が
法
華

経
の
疏
に
は
じ
ま
る
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
続
く
慧
日
道
場
で
の
著
述
活
動
を
通
し
て
、
あ
ら
た
め
て
摂
嶺
興
皇
相
承
の
三
論
の
宗
義

と
江
南
仏
教
界
で
身
に
つ
け
た
熟
成
し
た
講
経
方
法
と
を
整
理
す
る
意
味
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
南
を
発
っ
て
長
安
に
入
っ
た
経
過

の
中
で
、
北
地
仏
教
界
に
そ
の
三
論
の
宗
義
を
布
術
さ
せ
て
い
く
端
緒
と
す
桑
へ
く
、
最
も
適
し
た
経
典
と
し
て
維
摩
経
を
選
び
玄
論
を
著

わ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て
中
論
疏
な
ど
の
三
論
の
注
疏
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
注
疏
が
著
わ
さ
れ
て
い
つ

た
の
で
あ
る
⑥
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孤
皇
后
に
対
し
て
、
吉
蔵
が
自
ら
の
疾
病
に
寄
せ
て
浄
名
玄
論
を
著
わ
し
、
そ
れ
を
楊
広
に
提
出
し
た
と
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
吉
蔵
が
４

長
安
に
入
っ
て
間
も
な
く
維
摩
経
の
玄
論
を
著
わ
し
た
意
図
の
一
端
を
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な

見
方
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
慧
日
道
場
に
お
い
て
勝
鬘
宝
窟
を
著
わ
し
た
の
は
、
長
安
の
独
孤
皇
后
に
む
け
て
勝
鬘

夫
人
に
擬
し
て
の
講
述
を
行
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
「
仁
寿
の
終
、
命
を
奉
じ
て
文
疏
を
撰
す
」
と
い
う
維

摩
経
義
疏
の
記
述
は
、
楊
広
が
父
で
あ
る
文
帝
の
不
例
に
よ
っ
て
、
吉
蔵
に
注
疏
の
撰
述
を
命
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
文
帝
は
仁

寿
四
年
に
崩
御
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
吉
蔵
が
維
摩
経
の
注
疏
を
著
わ
し
た
の
は
「
開
皇
之
末
」
「
仁
寿
之

終
」
の
記
述
の
通
り
に
受
け
と
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
現
存
す
る
玄
諭
と
義
疏
、
そ
し
て
唇
疏
と
い
わ
れ
る
義
疏
が
著
わ
さ
れ
た
時
期
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

義
疏
の
文
で
は
「
玄
章
」
と
「
文
疏
」
の
語
が
み
ら
れ
、
「
辞
に
閼
略
あ
り
、
二
本
を
致
す
に
同
じ
か
ら
ず
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

場
合
に
「
文
疏
」
は
「
文
の
疏
」
で
あ
る
が
、
「
玄
章
」
は
「
玄
と
章
」
で
あ
る
の
か
「
玄
の
章
」
な
の
か
明
確
で
な
い
。
長
安
で
後
に
撰

述
さ
れ
た
法
華
統
客
に
は
「
昔
在
会
稽
、
著
此
経
玄
文
几
二
十
巻
。
」
と
あ
り
、
こ
の
「
玄
文
二
十
巻
」
を
「
玄
と
文
の
二
十
巻
」
と
み
て
、

法
華
玄
論
と
法
華
経
義
疏
と
を
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
法
華
経
義
疏
と
維
摩
経
署
疏
は
同
じ
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
開
皇
二

十
年
に
浄
名
玄
論
に
続
い
て
唇
疏
が
撰
述
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
玄
章
」
と
「
文
疏
」
の
語
の
対
応
か
ら
考
え
る
と
、
玄

論
と
義
疏
と
み
る
方
が
素
直
に
読
ま
れ
る
。
ま
た
「
闇
略
」
と
は
同
じ
く
義
疏
に
「
又
諸
仏
説
法
、
有
略
有
闇
。
闇
即
一
部
之
文
、
略
即

③

一
経
之
題
」
と
あ
り
、
闇
は
随
文
釈
に
あ
た
る
義
疏
、
略
は
経
題
釈
に
あ
た
る
玄
諭
と
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
開

皇
二
十
年
に
浄
名
玄
論
、
仁
寿
四
年
に
維
摩
経
署
疏
、
そ
し
て
続
い
て
大
業
の
初
め
に
維
摩
経
義
疏
と
考
え
た
方
が
無
理
が
な
い
よ
う
で

あ
る
。
す
る
と
維
摩
経
義
疏
の
記
述
は
次
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
。
「
私
は
開
皇
の
末
に
身
疾
に
よ
っ
て
玄
論
を
著
わ
し
、
仁
寿
の
終
り
に
命

を
奉
じ
て
文
疏
を
撰
し
た
。
そ
の
文
章
は
経
文
と
経
題
が
あ
る
の
で
、
二
本
を
な
し
た
が
同
じ
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
閼
喜
」

を
疏
唇
や
広
署
の
意
味
に
と
ら
な
い
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。



説
日
、
夫
法
身
無
像
、
物
感
即
形
、
至
趣
無
言
、
而
玄
籍
弥
布
。
故
知
無
像
而
無
不
像
、
無
言
而
無
不
言
。
以
無
像
而
無
不
像
故
、

住
如
幻
智
遊
戯
五
通
。
無
言
而
無
不
言
故
、
即
張
大
教
網
、
亘
生
死
流
。

と
挙
げ
、
こ
の
経
が
人
法
双
挙
で
あ
り
、
人
は
浄
名
、
法
は
不
思
議
解
脱
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
も
と
も
と
無
執
著
無
所
得
と
い
う
悟

り
の
世
界
は
、
形
を
執
ら
ず
言
葉
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
衆
生
に
対
応
し
て
自
在
に
形
を
執
り
言
葉
で
も
っ
て
表
現
す
る
。
自
在
に

形
を
執
り
教
え
を
説
く
姿
を
維
摩
詰
の
上
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
調
が
鳩
摩
羅
什
の
弟
子
僧
肇
の
も
の
で
あ
り
、
註
維
摩
経
の

維
摩
経
は
実
に
巧
み
に
構
成
さ
れ
た
経
典
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
理
想
的
な
菩
薩
像
を
、
維
摩
詰
と
い
う
一
居
士
に
託
し
て
画

が
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
心
と
な
る
の
は
「
時
に
維
摩
詰
、
黙
然
と
し
て
言
な
し
」
と
い
う
入
不
二
法
門
品
で
あ
る
が
、
入
不

二
の
菩
薩
の
究
極
の
姿
を
全
体
に
わ
た
っ
て
雄
弁
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
心
浄
土
浄
を
説
く
仏
国
品
は
菩
薩
行
に
よ
っ
て
得
た

心
の
世
界
で
あ
り
、
方
便
品
に
示
さ
れ
る
法
身
は
そ
の
姿
で
あ
る
。
江
南
に
在
っ
て
三
論
の
宗
義
を
三
論
玄
義
に
集
約
し
、
一
乗
義
や
法

身
義
な
ど
重
要
な
宗
義
を
法
華
玄
論
に
ま
と
め
、
仏
性
義
を
勝
鬘
宝
窟
に
お
い
て
明
か
に
し
た
吉
蔵
が
、
長
安
に
至
っ
て
身
疾
に
事
よ
せ

な
が
ら
浄
名
玄
論
を
著
わ
し
た
こ
と
は
、
か
な
り
に
意
欲
的
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
煩
墳
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
ま
で

に
講
経
が
盛
ん
で
あ
っ
た
江
南
仏
教
界
に
お
い
て
、
そ
れ
を
嫌
い
禅
観
を
重
ん
じ
た
三
論
宗
の
伝
統
の
中
で
育
ち
な
が
ら
、
伝
承
さ
れ
た

二
諦
義
を
基
盤
と
し
て
、
禅
観
の
実
践
性
を
講
経
の
中
に
如
何
に
表
現
し
得
る
か
と
い
う
課
題
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
吉
蔵
は
諸
経
典
の
そ
れ
ぞ
れ
が
も
つ
課
題
を
、
無
所
得
中
道
の
体
現
と
い
う
一
点
に
集
約
的
に
し
ぼ
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立

た
せ
な
が
ら
説
明
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
維
摩
詰
の
入
不
二
が
、
無
所
得
中
道
の
体
現
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
吉
蔵

の
考
え
方
が
最
も
表
明
さ
れ
得
る
経
典
と
し
て
、
維
摩
経
が
あ
っ
た
と
言
い
得
る
。

浄
名
玄
諭
の
初
め
に
吉
蔵
は

説
日
、
夫
法
身
無
像
、
物

三
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法
身
釈
の
そ
れ
と
、
般
若
無
知
論
の
「
無
知
故
無
所
不
知
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
が
、
そ
れ
を
衆
生
教
化
の
姿
と
６

智
慧
の
は
た
ら
き
で
あ
る
教
え
と
し
て
、
具
体
的
に
表
わ
す
た
め
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
も
と
も
と
言
葉
を
超
え
た
世
界
で
あ

る
か
ら
こ
そ
自
由
自
在
に
言
葉
と
し
て
は
た
ら
き
出
し
対
応
す
る
者
の
能
力
に
ぴ
た
り
と
適
応
し
て
教
え
が
説
か
れ
、
そ
の
者
を
言
葉
を

超
え
た
世
界
に
引
き
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
無
言
に
し
て
言
わ
ざ
る
こ
と
な
き
が
故
に
即
ち
大
教
網
を
張
る
」
と
は
、
そ
の
こ
と
を

言
わ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
吉
蔵
が
好
ん
で
用
い
る
「
適
化
無
方
」
の
語
も
同
じ
意
味
で
あ
る
。
法
身
無
像
に
つ
い
て
も
同
様
の
は
た

ら
き
と
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
続
い
て
吉
蔵
は
法
身
と
教
え
の
関
係
を
、
三
種
般
若
を
用
い
て
不
思
議
解
脱
の
説
明
に
お
い
て

述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
不
思
議
境
に
巾
て
不
思
議
智
を
発
し
、
不
思
議
智
を
も
っ
て
不
思
議
教
を
吐
く
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
不
思
議

境
を
体
得
す
る
こ
と
が
不
思
議
智
で
あ
り
、
智
に
よ
っ
て
境
が
明
か
に
さ
れ
て
不
思
議
教
が
示
さ
れ
る
。
「
受
化
の
徒
を
し
て
教
を
籍
り

て
理
に
通
ぜ
し
め
、
理
に
因
て
智
を
発
さ
し
め
ん
と
欲
す
」
と
も
い
う
か
ら
、
不
思
議
境
は
理
で
あ
り
、
理
に
よ
っ
て
智
を
得
た
と
き
に

法
身
の
無
像
無
言
の
世
界
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
智
よ
り
教
が
示
さ
れ
る
か
ら
、
理
の
境
と
智
に
よ
っ
て
成
る
法
身
か

ら
教
が
示
さ
れ
、
受
化
の
徒
は
教
に
よ
っ
て
法
身
を
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
維
摩
詰
不
思
議
解
脱
の
本
は
不
二
法
門
を
い
う
。

然
る
ゆ
え
ん
は
、
不
二
の
道
を
体
す
る
に
由
て
、
故
に
無
二
の
智
あ
り
。
無
二
の
智
に
由
る
が
故
に
能
く
適
化
無
方
な
り
」
と
も
い
う
か

ら
、
不
可
思
議
解
脱
と
は
入
不
二
法
門
で
あ
る
。
吉
蔵
は
維
摩
経
に
説
か
れ
、
そ
の
副
題
に
も
さ
れ
て
い
る
不
思
議
解
脱
の
世
界
を
入
不

二
と
し
て
把
握
し
、
入
不
二
法
門
品
に
説
か
れ
て
い
る
諸
菩
薩
と
文
殊
と
維
摩
詰
の
三
様
の
相
を
三
階
の
説
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に

よ
り
、
浅
よ
り
深
へ
と
い
う
実
践
法
門
と
し
て
受
け
と
っ
た
の
で
あ
る
。

三
階
の
説
と
は
㈲
衆
人
（
菩
薩
達
）
は
不
二
と
い
う
こ
と
は
説
明
し
て
も
、
不
二
は
無
言
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
て
は
い
な
い
。
目
文

殊
は
不
二
無
言
を
明
か
し
て
い
て
も
、
無
言
で
あ
る
こ
と
を
言
葉
に
出
し
て
い
る
。
匂
浄
名
は
口
を
と
ざ
し
黙
し
て
不
二
無
言
を
観
察
し

て
お
り
、
無
言
で
あ
る
こ
と
を
言
わ
な
い
、
こ
の
三
種
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
疑
難
が
出
た
。
「
至
趣
無
言
、
玄
籍
弥
布
」
と

い
う
の
だ
か
ら
、
黙
し
て
何
も
な
い
こ
と
よ
り
は
、
文
殊
の
よ
う
に
不
二
無
言
を
語
る
方
が
深
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ



れ
に
対
し
「
理
の
浅
深
を
明
か
し
、
未
だ
応
物
垂
教
を
弁
ぜ
ず
」
と
、
根
機
に
応
じ
た
教
化
の
た
め
の
段
階
を
言
う
の
で
は
な
く
、
理
を

体
し
て
い
る
度
合
い
の
深
さ
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
述
ぺ
る
。
吉
蔵
は
中
論
疏
に
も
三
階
の
説
を
立
て
、
浅
よ
り
深
へ
と
向
わ
せ
る
手
だ

て
と
じ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
は
文
殊
師
利
問
疾
品
の
釈
の
中
で
、
有
疾
の
菩
薩
の
心
を
調
伏
す
る
方
法
と
し
て
、
経
文
に
よ
っ
て
衆
生
空
、

諸
法
空
、
空
病
亦
空
の
三
門
を
立
て
、
「
こ
の
三
門
を
用
い
て
心
を
調
え
伏
せ
し
め
よ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
類
同
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
こ
で
三
階
の
説
を
結
ぶ
中
で
、
「
通
を
三
根
に
託
す
る
ゆ
え
ん
は
、
も
と
物
を
引
か
ん
が
た
め
な
り
。
下
根
の
悟
浅
き
は
但

だ
初
門
に
詣
る
。
中
人
小
し
く
深
く
、
漸
に
第
二
に
階
す
。
上
根
は
理
に
徹
し
玄
室
に
蔚
登
す
。
ま
た
上
根
は
初
め
を
聞
け
ば
則
ち
領
す
。

中
人
は
二
を
待
っ
て
始
め
て
悟
る
。
下
根
は
三
に
至
っ
て
方
に
暁
か
な
り
」
と
、
衆
生
を
深
に
引
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
入
不
二
法
門
品
に
説
か
れ
て
い
る
様
相
を
、
三
階
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
論
宗
の
仏
道
体
系
と
し

て
組
み
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
続
い
て
は
十
種
の
実
践
的
な
課
題
を
三
門
に
お
い
て
説
明
し
て
い
く
。
例
え
ば
間
思
修
の
三
慧

に
つ
い
て
三
門
で
釈
し
、
治
病
と
い
う
こ
と
で
凡
夫
の
惑
と
小
乗
の
流
そ
し
て
菩
薩
と
に
分
け
て
へ
大
乗
菩
薩
道
に
向
わ
し
め
る
。
そ
の

第
十
に
あ
た
る
「
摂
法
に
約
し
て
以
て
三
門
を
釈
す
」
項
で
は
五
階
を
立
て
る
に
い
た
る
。
す
な
わ
ち
初
階
は
空
と
有
な
ど
の
相
待
し
た

二
で
あ
り
、
第
二
階
で
は
空
と
有
を
二
、
非
空
有
を
不
二
。
し
か
し
こ
の
不
二
を
相
待
し
て
執
わ
れ
れ
ば
、
還
っ
て
そ
こ
に
二
を
成
す
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
非
非
と
。
非
非
不
二
の
不
二
を
立
て
て
も
、
ま
た
二
を
成
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
生
心
動
念
を
混
ぽ
し
て
不
二

を
立
て
て
も
、
混
不
混
の
二
を
成
す
こ
と
な
っ
て
し
ま
い
際
限
が
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
二
と
は
別
に
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、

不
二
を
法
と
し
て
把
え
る
限
り
二
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
不
二
は
二
を
止
息
さ
せ
る
よ
り
な
い
の
だ
と
述
舗
へ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
吉
蔵

に
よ
っ
て
、
三
論
の
宗
義
で
あ
る
無
所
得
中
道
が
示
さ
れ
、
維
摩
経
そ
の
も
の
が
三
論
宗
の
実
践
体
系
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
浄
名
玄
論
を
撰
述
し
た
意
図
は
、
既
に
考
え
て
き
た
よ
う
に
種
々
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
長
安
に
入
っ
て
の
第
一
声
で
あ
り
江
南

の
講
経
を
示
す
こ
と
。
あ
る
い
は
病
い
の
治
癒
を
願
っ
て
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
最
も
吉
蔵
が
示
し
た
か
っ
た
の
は
、
三

論
の
実
践
体
系
を
維
摩
経
講
経
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
い
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
長
安
仏
教
界
に
ど
れ
だ
け
７



の
波
紋
を
画
が
き
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
８

浄
名
玄
論
は
吉
蔵
得
意
の
宗
義
を
駆
使
し
て
、
維
摩
経
の
玄
意
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
維
摩
経
略
疏
は
諸
経
論
や
諸
師
の
説
を
ち
り

ば
め
て
解
説
す
る
随
文
釈
で
あ
り
、
そ
の
知
識
の
該
博
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
維
摩
経
義
疏
は
初
め
に
玄
義
を
述

べ
て
、
続
い
て
随
文
釈
を
出
し
て
お
り
、
玄
論
と
略
疏
を
合
せ
た
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
玄
義
の
部
分
は
四
門
を
出
し
て
い
る
が
、
玄
論

の
要
約
の
内
に
新
た
な
問
題
を
提
起
し
、
随
文
釈
の
部
分
は
略
疏
を
整
備
し
補
充
訂
正
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
義
疏
は
大
業
年
間
の
初
め

に
著
わ
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
て
補
綴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
義
疏
の
冒
頭

は
玄
諭
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
続
い
て
は
教
判
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
令
へ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
こ
の
経
は
衆
聖
の
霊
府
、
方
等

の
中
心
と
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
た
だ
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
奥
深
い
も
の
で
も
そ
れ
を
五
時
に
妄
執
さ
せ
て
、
理
は
十
分
で
な
い

と
い
い
、
あ
る
い
は
虚
し
く
四
教
を
談
じ
て
完
全
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
と
し
て
、
「
私
吉
蔵
が
謹
し
ん
で
維
摩
経
に
思
い
を
め
ぐ
ら
し
、

五
時
四
教
の
得
失
を
考
え
て
み
る
と
、
五
時
で
あ
る
四
教
で
あ
る
な
ど
と
穿
鑿
す
る
こ
と
は
廃
し
て
、
一
種
の
奥
深
い
宗
旨
を
立
て
る
べ

き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
維
摩
経
を
第
三
時
抑
揚
教
と
し
た
り
、
第
二
時
三
乗
通
教
に
位
置
づ
け
差
別
し
て
、
理
を
尽
し
て

い
な
い
半
字
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
批
判
し
、
維
摩
経
そ
の
も
の
の
価
値
を
見
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の

根
拠
と
し
て
法
身
常
住
が
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
を
経
文
よ
り
列
挙
し
て
、
無
常
身
を
説
く
域
を
出
な
い
と
い
う
見
解
に
対
応
す

る
。
吉
蔵
は
こ
こ
で
は
一
応
は
仏
一
代
の
教
を
判
釈
し
て
、
華
厳
経
・
三
蔵
教
・
般
若
等
教
。
法
華
教
と
四
門
に
分
け
る
が
、
そ
れ
も
持

論
の
菩
薩
蔵
の
摂
と
声
聞
蔵
の
摂
の
二
類
に
収
約
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
浄
名
玄
論
で
は
十
分
に
論
じ
て
い
な
か
っ
た
課
題

で
あ
り
、
北
地
に
お
い
て
い
ず
れ
は
明
か
に
自
己
の
主
張
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
維
摩
経
に
関
す
る
吉
蔵
の
諸
注
疏
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
長
安
に
入
っ
た
第
一
声
と
し
て
玄
論
が
あ
り
、

続
い
て
救
命
を
受
け
て
撰
述
し
た
注
疏
が
あ
る
。
一
応
こ
の
注
疏
を
現
存
の
略
疏
に
あ
て
て
み
る
こ
と
に
し
て
、
そ
の
四
年
の
間
に
講
説

し
て
き
た
こ
と
を
、
救
命
に
よ
っ
て
取
り
あ
え
ず
ま
と
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
間
に
提
起
さ
れ
て
き
た
幾
つ
か
の
問
題
が
あ



維
摩
経
に
は
多
く
の
課
題
と
し
て
取
り
あ
げ
る
、
へ
き
も
の
が
あ
る
。
初
品
は
序
品
で
は
な
く
て
仏
国
品
と
さ
れ
て
い
る
。
維
摩
詰
所
説

経
を
翻
訳
し
た
鳩
摩
羅
什
は
、
「
経
の
始
終
は
浄
国
に
由
る
。
故
に
仏
国
を
以
て
篇
に
冠
す
」
と
、
仏
国
品
と
名
づ
け
ら
れ
た
理
由
を
説

④

明
し
て
い
る
。
す
な
は
ち
羅
什
に
よ
る
と
、
維
摩
経
は
浄
国
を
説
い
た
経
典
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浄
国
と
は
、
宝
積

の
「
唯
順
わ
く
ば
世
尊
、
諸
の
菩
薩
の
浄
土
の
行
を
説
き
た
ま
え
」
と
い
う
要
請
に
応
え
て
、
「
こ
の
故
に
宝
積
、
も
し
菩
薩
が
浄
土
を

得
ん
と
欲
せ
ぱ
、
当
に
そ
の
心
を
浄
む
く
し
。
そ
の
心
浄
き
に
随
っ
て
則
ち
仏
土
浄
し
」
と
教
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
維
摩
経
は
菩

薩
の
浄
土
す
な
わ
ち
菩
薩
の
世
界
を
示
そ
う
と
し
た
経
典
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
こ
の
経
典
が
劇
的
な
物
語
風
の
内
容
を
も
っ
て
い

る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
物
語
的
な
側
面
と
仏
教
の
重
要
な
思
想
と
が
、
巧
み
に
織
成
さ
れ
た
形
態
を
と
っ
て
表
わ

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
吉
蔵
も
ま
た
「
仏
国
土
を
浄
め
衆
生
を
成
就
す
る
は
、
け
だ
し
こ
れ
菩
薩
の
要
行
」
と
し
て
、
「
長
者
献
蓋
」

と
「
宝
積
間
浄
土
之
行
」
の
二
義
が
あ
る
と
解
説
す
る
。
長
者
献
蓋
と
は
仏
国
品
に
お
い
て
は
、
宝
積
が
仲
間
の
長
者
子
五
百
人
と
共
に

衆
会
に
加
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
七
宝
で
飾
ら
れ
た
宝
蓋
を
仏
に
供
養
す
る
。
仏
は
そ
れ
を
一
本
の
蓋
と
し
て
、
そ
の
中
に
諸
仏
の
国
土
の

相
と
諸
仏
の
説
法
を
顕
現
せ
し
め
る
。
そ
こ
で
宝
積
は
偶
頌
を
も
っ
て
仏
を
称
え
た
う
え
で
、
清
浄
で
あ
る
仏
国
土
を
得
る
た
め
に
菩
薩

⑤

の
浄
土
の
行
を
説
く
こ
と
を
請
う
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
吉
蔵
は
五
種
の
意
味
を
挙
げ
て
い
る
。
一
は
現
実
的
な
事
と
し
て
一
本
に
し

て
用
い
る
と
い
う
こ
と
。
二
は
一
本
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
諸
仏
国
を
現
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
の
法
門
を
説
く
こ
と
が
で
き

る
。
三
は
不
思
議
解
脱
の
宗
義
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
に
利
益
を
あ
た
え
信
解
の
心
が
固
ま
る
。
四
は
諸
法
は

決
定
相
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
多
義
と
い
っ
て
も
定
ん
で
多
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
。
五
に
は
長
者
達
が
現
に
い
て
同
じ
く
無
生
を
悟
り
、
９

り
、
そ
れ
ら
を
整
理
す
べ
く
維
摩
経
義
疏
を
あ
ら
た
め
て
撰
述
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
桃
帝
が
帝
位
に
つ
い

た
こ
と
と
関
わ
る
か
も
知
れ
な
い
。

四



将
来
に
同
じ
法
身
の
果
を
得
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
吉
蔵
の
解
釈
を
眺
め
る
と
、
五
百
本
の
蓋
を
一
本
に
ま
と
め
る
と

い
う
、
一
見
考
え
ら
れ
な
い
現
象
を
そ
れ
な
り
の
合
理
性
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
が
解
か
る
。
吉
蔵
が
多
く
の
経
論
に
注
釈
を
な

し
て
い
る
が
、
そ
の
基
盤
と
な
る
考
え
方
は
、
現
実
的
合
理
的
な
立
場
か
ら
縁
起
と
中
道
を
明
確
に
し
、
そ
の
基
盤
か
ら
諸
課
題
に
対
処

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
先
に
述
べ
た
三
階
の
説
に
お
い
て
は
浅
よ
り
深
へ
と
い
う
実
践
的
な
面
を
示
し
た
が
、
入
不

二
法
門
品
の
維
摩
と
文
殊
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
「
聖
説
法
」
と
「
聖
黙
然
」
を
も
ち
い
て
同
格
と
す
べ
く
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ

も
ま
た
合
理
性
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
吉
蔵
の
維
摩
経
の
注
疏
に
つ
い
て
の
研
究
は
諸
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
村
中
祐
生
「
浄
名
玄
論
に
つ
い
て
」
（
印
度
学
仏
教
学
研
究

肥
１
２
）
。
大
鹿
実
秋
「
浄
名
玄
論
序
の
序
」
（
密
教
学
恥
．
Ⅳ
合
併
号
）
。
そ
し
て
「
曹
洞
宗
研
究
紀
要
」
（
皿
’
四
号
）
に
は
浄
名
玄
論
の
詳
細
な

研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
殊
に
浄
名
玄
論
の
成
立
な
ど
に
つ
い
て
は
花
塚
久
義
「
浄
名
玄
論
研
究
序
説
」
（
同
Ｍ
号
）
に
は
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
た

ほ
と
ん
ど
の
課
題
が
論
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
先
立
つ
平
井
俊
栄
著
「
中
国
般
若
思
想
史
研
究
ｌ
吉
蔵
と
三
論
宗
派
ｌ
」
（
春
秋
社
一
九
七
六

年
刊
）
に
も
、
維
摩
経
の
注
釈
三
書
の
成
立
前
後
等
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
菅
野
博
央
「
維
摩
経
分
科
に
関
す
る
智
韻
と
吉
蔵
の
比
較
」
（
印

度
学
仏
教
学
研
究
詔
１
１
）
で
は
智
顎
の
維
摩
経
疏
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
吉
蔵
の
義
疏
が
成
立
し
た
関
係
に
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。

②
「
浄
名
玄
論
研
究
序
説
」
で
花
塚
氏
は
こ
の
問
題
を
詳
し
く
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

③
続
い
て
は
「
摂
開
為
略
、
為
受
持
故
。
開
略
為
開
、
為
解
義
故
」
と
あ
る
（
大
正
銘
・
叩
ｃ
）
。

④
注
維
摩
詰
経
「
仏
国
品
第
一
什
日
。
経
始
終
由
於
浄
国
。
故
以
仏
国
冠
於
篇
也
」
（
大
正
認
・
畑
ａ
）
。
「
経
の
始
終
」
を
仏
国
品
の
中
で
の
み
考

え
た
こ
と
も
あ
る
が
、
や
は
り
維
摩
経
全
体
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
「
浄
土
の
意
義
に
つ
い
て
」
（
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
幻
号
）

⑤
略
疏
と
義
疏
で
は
後
者
の
方
が
整
理
さ
れ
て
い
る
（
大
正
犯
・
蛾
ｂ
）
。

①許
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