
南
北
朝
時
代
よ
り
晴
の
統
一
に
至
る
中
国
の
仏
教
界
は
、
実
践
を
主
体
と
す
る
北
地
に
対
し
講
経
中
心
の
南
朝
仏
教
と
い
う
、
そ
の
性

格
を
異
に
し
な
が
ら
も
そ
れ
が
統
合
さ
れ
る
経
過
の
中
で
、
多
く
の
経
典
が
研
鐙
さ
れ
て
註
疏
が
著
わ
さ
れ
た
。
そ
れ
は
経
題
釈
を
中
心

と
す
る
玄
義
や
、
随
文
釈
を
主
と
し
て
構
成
さ
れ
る
義
疏
の
形
態
と
共
に
、
当
時
の
主
要
な
課
題
が
論
究
せ
ら
れ
て
い
る
大
乗
義
章
の
形

式
も
、
数
多
く
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
現
存
す
る
浄
影
寺
慧
遠
の
そ
れ
や
吉
蔵
の
大
乗
玄
論
に
、
そ
の
様
相
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
坐
め
る
。

勝
鬘
経
は
具
に
は
勝
鬘
師
子
肌
一
乗
大
方
便
方
広
経
と
い
い
、
法
華
経
や
維
摩
経
と
共
に
、
聖
徳
太
子
の
三
経
義
疏
の
中
の
一
つ
と
し

て
も
取
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
よ
く
知
ら
れ
た
経
典
で
あ
る
。
勝
鬘
経
に
説
か
れ
て
い
る
如
来
蔵
思
想
は
、
イ
ン
ド
で
は
直
接
に
宝
性
論
や

大
乗
集
菩
薩
学
論
に
大
き
く
影
響
を
あ
た
え
て
、
そ
の
思
想
展
開
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
で
は
、
先
行
し
て

翻
訳
さ
れ
た
浬
渠
経
の
仏
性
説
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
理
解
さ
れ
、
法
華
経
の
一
乗
思
想
の
展
開
の
う
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て

や
が
て
起
信
論
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
に
独
自
に
発
展
し
た
華
厳
教
学
の
上
で
、
如
来
蔵
思
想
の
展
開
を
見
る
こ
と
に
な

勝
鬘
経
宝
窟
に
お
け
る
仏
性
義

一
勝
鬘
経
の
概
略

一
一
一

桐

慈
海
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る
。
そ
れ
ら
の
課
題
の
中
で
も
殊
に
重
視
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
二
諦
義
と
共
に
仏
性
義
が
あ
る
。
二
諦
は
心
の
所
観
と
し
２

て
の
法
が
、
真
実
と
世
俗
に
お
い
て
は
た
ら
く
あ
り
様
を
間
鼬
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
能
観
の
心
が
証
悟
に
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い

く
か
が
、
仏
性
義
の
課
題
と
な
る
。
吉
蔵
が
著
わ
す
仏
性
義
の
初
め
に
、
十
一
家
の
異
解
が
挙
げ
ら
れ
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
能
観
の
心

の
主
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

吉
蔵
が
会
稽
の
嘉
祥
寺
に
止
住
し
て
い
た
問
は
、
講
義
が
行
わ
れ
る
と
門
前
は
市
を
な
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
講
義
は
、

師
の
法
朗
よ
り
授
け
ら
れ
た
大
乗
義
が
中
心
と
な
り
、
八
不
義
や
二
諦
義
、
仏
性
義
、
一
乗
義
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら
諸
義
の
基
本
的
な

形
態
が
大
乗
玄
論
に
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
れ
ら
の
大
乗
義
に
関
連
し
て
経
典
が
解
読
さ
れ
た
こ
と
も
、
た
と
え
ば
一

乗
義
に
関
連
し
て
法
華
経
を
、
仏
性
義
に
関
連
し
て
浬
盤
経
を
、
と
い
う
よ
う
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
当
然
考
え
ら
れ
る
。
大
品

義
疏
や
法
華
玄
論
、
法
華
義
疏
な
ど
が
嘉
祥
寺
で
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
現
存
す
る
数

多
く
の
吉
蔵
の
注
疏
は
、
そ
の
大
半
が
後
に
長
安
に
お
い
て
著
わ
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
逆
に
嘉
祥
寺
の
時
代
か
ら
、
既
に

講
義
の
原
形
態
は
出
来
上
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
蝪
帝
の
要
請
を
受
け
て
慧
日
道
場
へ
入
っ
た
後
に
、
命
を
奉
じ
て
三
論

玄
義
を
著
わ
し
た
。
吉
蔵
の
思
想
形
態
か
ら
言
っ
て
も
、
そ
れ
に
続
い
て
は
中
論
疏
か
浄
名
疏
が
著
わ
さ
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
え
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
長
安
に
入
っ
て
か
ら
著
わ
さ
れ
、
慧
日
道
場
で
は
勝
鬘
宝
窟
が
著
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
江
南
仏
教
の
風

潮
に
随
順
し
た
と
見
る
か
、
勝
鬘
経
に
は
最
も
重
要
な
大
乗
義
が
包
含
さ
れ
て
い
る
と
し
た
の
か
、
い
ず
れ
に
も
せ
ょ
勝
鬘
宝
窟
を
著
わ

①

す
深
い
理
由
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

②

勝
鬘
経
は
良
く
知
ら
れ
た
経
典
で
あ
る
が
、
法
華
経
や
維
摩
経
に
比
し
て
内
容
は
難
解
で
あ
る
。
波
斯
匿
王
と
末
利
夫
人
が
相
語
ら
っ

て
、
阿
蹴
閣
国
に
嫁
い
だ
娘
の
勝
童
夫
人
に
手
紙
を
送
り
、
仏
の
教
え
を
聞
く
こ
と
を
勧
め
る
。
そ
こ
で
勝
霊
は
仏
を
供
養
し
教
え
を
受

け
て
、
仏
よ
り
受
記
を
得
て
、
「
犯
心
を
起
さ
な
い
」
な
ど
の
十
大
受
を
決
意
し
、
ま
た
三
大
誓
願
を
立
て
た
上
で
、
そ
れ
ら
の
誓
願
が

摂
受
正
法
と
い
う
一
大
誓
願
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
を
述
ぺ
る
。
こ
れ
よ
り
摂
受
正
法
章
と
さ
れ
る
。
即
ち
八
万
四
千
の
法
門
と
い
わ
れ
る



あ
ら
ゆ
る
教
法
は
、
摂
受
正
法
よ
り
出
生
し
、
そ
れ
ら
は
方
便
で
あ
る
と
し
て
摂
受
正
法
に
収
め
ら
れ
る
。
こ
の
関
係
を
理
解
し
た
勝
鬘

は
、
摂
受
の
正
法
が
正
法
を
摂
受
す
る
者
に
領
解
さ
れ
る
時
、
諸
仏
に
授
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
説
く
。
次
い
で
一
切
の
法
を
出
生
す
る

摂
受
正
法
は
大
乗
で
あ
る
と
し
て
、
大
乗
が
一
切
の
声
聞
・
縁
覚
・
世
間
・
出
世
間
の
善
法
を
出
生
し
、
ま
た
そ
れ
ら
を
摂
受
す
る
と
い

う
一
乗
章
が
説
か
れ
る
。
そ
れ
は
二
乗
三
乗
と
如
来
と
の
関
係
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
阿
羅
漢
辞
支
仏
は
一
切
の
功
徳
を
成
就
し
、
般
浬
盤
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
功
徳
は
有
量
で
あ
り
仏
の
方
便
で
あ

っ
て
、
真
の
般
浬
梁
は
如
来
に
お
い
て
の
み
言
い
得
る
と
い
う
。
こ
れ
と
同
様
の
手
法
で
二
種
生
死
や
煩
悩
。
四
智
・
三
帰
依
な
ど
の
上

に
、
一
仏
乗
と
三
乗
の
関
係
を
明
確
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
章
に
お
い
て
一
乗
は
第
一
義
乗
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
よ
り
、

一
切
煩
悩
蔵
を
破
壊
す
る
も
の
は
第
一
義
智
の
み
で
あ
っ
て
、
声
聞
縁
覚
が
聖
諦
を
観
ず
る
の
も
究
寛
の
智
で
は
な
く
、
阿
褥
多
羅
三
貌

三
菩
提
に
向
う
智
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
に
如
来
が
覚
知
し
開
現
し
渡
説
し
た
も
う
も
の
こ
そ
が
聖
諦
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
聖
諦
に
関

連
さ
せ
て
こ
れ
よ
り
後
に
如
来
蔵
が
説
か
れ
る
。

聖
諦
は
如
来
が
覚
知
し
開
現
波
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
甚
深
の
意
義
を
説
く
も
の
で
あ
り
、
甚
深
の
如
来
蔵
を
説
く
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
如
来
蔵
に
お
い
て
聖
諦
が
説
か
れ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
上
で
、
如
来
蔵
が
如
来
の
法
身
と
仏

境
界
と
方
便
と
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
。
先
ず
仏
の
境
界
が
作
と
無
作
の
二
種
の
四
聖
諦
で
表
わ
し
得
る
と
し
、
次
に
如
来
の
法
身

が
煩
悩
蔵
を
離
れ
な
い
で
在
る
あ
り
方
を
如
来
蔵
と
名
づ
け
る
と
す
る
。
煩
悩
蔵
を
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
常
に
煩
悩
を
見
つ
め
な

が
ら
そ
れ
を
空
じ
て
い
く
如
来
空
智
で
あ
り
、
そ
れ
が
如
来
蔵
智
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
如
来
蔵
空
智
が
煩
悩
を
否
定
し
て
い
く

空
如
来
蔵
と
、
煩
悩
蔵
と
の
区
別
を
見
な
い
不
空
如
来
蔵
の
二
種
の
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
を
示
す
。
四
聖
諦
の
中
で
の
常
と
無
常
、
四

顛
倒
と
正
見
、
四
依
と
一
依
な
ど
の
関
係
も
、
如
来
蔵
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
礎
材
と
な
る
。

如
来
の
法
身
が
煩
悩
蔵
を
離
れ
な
い
で
在
る
の
が
如
来
蔵
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
死
流
転
の
衆
生
と
別
で
は
な
い
。
し
か
も
衆
生
が
生
死

流
転
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
は
た
ら
き
と
し
て
如
来
蔵
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
く
な
ら
ば
、
如
来
蔵
が
も
し
生
死
の
よ
う
に
生
じ
減
３



す
る
有
為
相
で
あ
る
な
ら
ば
、
生
滅
の
生
死
流
転
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
常
住
不
変
で
あ
り
依
り
処

と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
依
り
処
と
な
る
の
な
ら
ば
、
輪
廻
の
主
体
と
も
な
る
我
・
衆
生
・
命
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
か
と
い

う
と
、
勿
論
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
苦
を
厭
い
浬
藥
を
楽
求
さ
せ
よ
う
と
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
は
た
ら

き
で
あ
る
如
来
蔵
は
法
界
蔵
で
あ
り
、
法
身
蔵
・
出
世
間
上
上
蔵
・
自
性
清
浄
蔵
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
し
か
も
自
性
清
浄
で
あ

る
如
来
蔵
は
、
煩
悩
に
汚
さ
れ
る
こ
と
な
く
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
言
う
の
で
は
な
く
て
、
客
塵
煩
悩
と
上
煩
悩
に
染
汚
さ
れ
る

と
い
う
、
不
思
議
の
如
来
の
境
界
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

如
来
蔵
を
中
心
と
し
て
勝
鬘
経
を
眺
め
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
摂
受
正
法
と
一
乗
は
、
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
理
解

さ
れ
て
い
く
の
か
。
ま
た
吉
蔵
は
如
来
蔵
と
仏
性
の
意
味
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
経
典
解
釈
に
用
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
問

題
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
仏
性
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
浬
樂
経
で
は
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は

従
来
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
の
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
ら
の
こ
と
に
思
い
を
寄
せ
て
、
経
典
を
読
ん
で
み
た
い
。

勝
鬘
夫
人
を
法
身
の
大
士
と
位
置
づ
け
、
法
華
経
が
廻
小
入
大
の
菩
薩
の
た
め
の
説
法
で
あ
る
と
し
た
吉
蔵
は
、
勝
鬘
経
を
直
往
菩
薩

の
た
め
の
教
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
宗
旨
を
弁
ず
る
の
項
に
お
い
て
、
「
こ
の
経
は
章
十
五
と
い
え
ど
も
、
そ
の
旨
趣
を
統
れ
ぱ
、
一
一

乗
を
も
っ
て
宗
と
な
す
」
と
、
一
乗
を
説
く
経
典
で
あ
る
と
説
明
し
た
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
経
題
に
「
一
乗
大
方
便
」
と
あ
る
こ
と
に
も

よ
る
が
、
吉
蔵
が
十
五
章
に
分
け
る
経
の
内
容
に
お
い
て
、
釈
摂
受
正
法
章
の
後
に
釈
一
乗
章
と
区
分
さ
れ
る
長
い
範
囲
を
し
め
る
説
述

が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
勝
霊
経
が
強
調
す
る
菩
薩
行
と
し
て
の
摂
受
正
法
は
、
一
乗
が
諸
乗
を
生
じ
、
諸
乗
を
摂
め
て
一
乗
に
帰
す
よ
う

に
、
出
生
と
収
入
に
お
い
て
一
乗
と
同
じ
で
あ
る
と
言
う
。
そ
こ
で
一
乗
章
の
第
三
釈
名
門
で
は
、
理
・
教
・
因
・
果
に
お
い
て
一
で
あ

る
こ
と
が
一
乗
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
そ
の
上
で
法
華
論
を
引
用
し
て
「
同
義
と
言
う
は
、
如
来
法
身
・
声
聞
法
身
・
縁
覚
法
身
、
三
乗

二
釈
一
乗
章
の
仏
性

4



第
四
明
乗
体
門
。
乗
体
不
同
、
略
明
四
種
。
一
依
法
華
諭
、
云
何
体
法
者
、
謂
真
如
法
身
、
為
一
乗
体
也
。
此
就
根
本
釈
体
、
根
本

即
是
真
如
法
身
。
真
如
法
身
是
仏
性
、
故
説
為
本
。
然
後
方
有
修
因
得
果
。
二
者
亦
如
法
華
論
云
、
以
無
上
菩
提
、
為
一
乗
体
。
此

拠
顕
時
、
究
寛
果
乗
体
也
。
三
者
以
万
行
為
体
。
如
智
度
論
云
、
六
波
羅
蜜
以
為
乗
体
。
此
就
因
乗
。
四
者
以
慧
為
乗
体
。
如
摂
論

云
、
乗
以
智
為
体
。
此
就
主
為
言
。
乗
雛
具
万
行
万
徳
、
而
慧
為
其
主
。

先
ず
一
乗
の
体
が
真
如
法
身
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
根
本
に
つ
い
て
言
う
こ
と
で
あ
り
、
真
如
法
身
を
求
め
仏
性
を
得
る
こ
と
が
、
一

乗
を
説
く
目
的
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
後
に
慧
を
説
明
し
て
「
又
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
。
仏
性
者
即
覚
性
。
覚
性
者
即
是
慧
也
」
と
述
、
へ

る
か
ら
、
仏
性
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
因
行
を
修
し
、
覚
性
で
あ
る
智
慧
の
果
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
無
上
菩
提
を
乗
体
と
す
る
こ

と
は
、
六
波
羅
蜜
を
は
じ
め
と
す
る
万
行
が
、
無
上
菩
提
に
集
約
さ
れ
て
究
寛
の
果
体
と
し
て
顕
わ
れ
た
場
合
を
言
う
。
し
た
が
っ
て
第

三
の
万
行
が
因
乗
と
し
て
、
乗
の
体
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
第
四
の
智
慧
を
も
っ
て
乗
休
と
す
る
こ
と
も
、
修
因
得
果
に
お
い
て
万

行
万
徳
を
備
え
て
い
く
中
心
に
、
智
慧
が
主
体
と
な
っ
て
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
乗
の
体
を
吉
蔵
は
一
つ
に
し
ぼ
ら
ず
、

そ
の
表
わ
さ
ん
と
す
る
状
況
に
随
順
し
て
説
明
す
る
。
こ
の
四
極
の
乗
体
を
挙
げ
た
後
で
、
設
問
し
て
本
経
に
用
い
ら
れ
て
い
る
何
の
法

が
乗
体
か
と
い
う
に
対
し
、
因
行
・
果
徳
・
浬
藥
・
四
智
を
列
挙
し
て
い
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
法
華
論
な
ど
を
引
用
し
て
四

種
を
引
く
こ
と
に
は
、
仏
性
と
い
う
課
題
に
お
い
て
乗
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
真
如
法
身

是
仏
性
」
と
し
、
「
乗
錐
具
万
行
万
徳
、
而
慧
為
其
主
」
、
「
仏
性
者
即
覚
性
」
と
述
べ
て
い
る
。
真
如
法
身
を
究
寛
の
果
体
と
し
て
得
ら

れ
る
こ
と
は
、
万
行
万
徳
が
果
報
と
し
て
具
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
仏
性
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
仏
性
が
悉
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
因

乗
果
乗
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
無
上
菩
提
を
求
め
万
行
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
身
を
得
て
万
徳
が
具
わ
る
こ
と
を
、
こ
の
よ

種
列
挙
す
る
。

入
同
じ
く
一
法
身
な
る
を
も
っ
て
、
こ
の
故
に
三
乗
同
じ
く
一
乗
に
名
づ
く
」
と
し
て
、
普
遍
す
る
法
身
に
お
い
て
同
義
で
あ
り
、
そ
の

③

よ
う
に
一
乗
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
乗
の
体
を
明
か
す
第
四
明
乗
体
門
に
お
い
て
、
諸
論
を
引
用
し
て
乗
の
体
を
四
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う
な
四
種
の
乗
体
と
し
て
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

勝
鬘
経
の
釈
一
乗
章
と
区
分
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
、
阿
褥
達
地
が
八
大
河
を
出
す
よ
う
に
、
摩
訶
術
が
一
切
声
聞
縁
覚
世
間
出
世
間
の
善

法
を
出
生
す
、
と
い
う
と
こ
ろ
よ
り
始
ま
る
。
摂
受
正
法
は
大
乗
で
あ
り
、
大
乗
よ
り
二
乗
な
ど
の
一
切
の
善
法
を
出
生
す
る
と
い
う
こ

と
か
ら
、
摂
受
正
法
は
一
乗
で
あ
り
、
一
乗
は
諸
乗
を
出
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
諸
乗
を
摂
め
て
一
乗
に
帰
せ
し
め
る
か
ら
、

摂
受
正
法
に
お
け
る
出
生
と
収
入
が
、
一
乗
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
如
来
の
教
法
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
吉
蔵

が
第
八
摂
入
門
の
中
で
、
「
ま
た
五
乗
作
仏
と
は
、
五
乗
人
の
一
乗
よ
り
出
ず
る
を
も
っ
て
、
こ
の
故
に
五
乗
同
じ
く
一
乗
に
帰
す
。
ま

た
五
乗
同
じ
く
仏
性
あ
り
、
故
に
同
じ
く
一
乗
に
入
る
」
と
説
明
す
る
。
勝
鬘
経
に
は
如
来
蔵
の
語
は
見
ら
れ
て
も
、
仏
性
と
い
う
語
は

用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
宝
窟
に
お
い
て
吉
蔵
は
仏
性
の
語
を
用
い
、
摂
受
正
法
と
一
乗
を
、
一
乗
と
二
乗
。
五
乗
を
と
い
う
ょ
ぅ

に
、
異
っ
た
概
念
の
同
質
化
の
は
た
ら
き
を
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
先
に
取
り
あ
げ
た
乗
体
四
種
に
も
言
い
得
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
仏
性
は
覚
性
で
あ
り
、
覚
性
は
慧
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。

宝
窟
の
初
め
の
釈
序
分
の
中
で
、
仏
を
説
明
し
て
「
仏
は
覚
な
り
。
覚
に
両
義
あ
り
。
一
に
覚
察
、
二
に
覚
悟
」
と
述
今
へ
る
。
覚
察
と

は
煩
悩
障
に
対
す
る
は
た
ら
き
で
、
煩
悩
が
侵
害
す
る
の
を
早
く
覚
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
覚
悟
と
は
智
障
に
対
す
る
も
の
で
、
無

明
の
闇
を
破
り
覚
悟
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
覚
が
説
明
さ
れ
る
が
、
自
覚
と
覚
他
と
覚
行
窮
満
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
釈
一
乗

章
に
お
け
る
随
文
釈
の
中
で
、
「
諸
仏
所
説
摂
受
正
法
」
の
経
文
を
受
け
て
所
説
の
説
明
を
す
る
。
す
な
わ
ち
「
仏
法
に
二
分
な
り
。
一

に
は
証
分
、
二
に
は
説
分
な
り
。
相
を
離
れ
て
平
等
に
し
て
、
自
覚
と
相
応
す
、
こ
れ
そ
の
証
分
な
り
。
言
に
寄
せ
て
徳
を
顕
わ
す
、
こ

れ
そ
の
説
分
な
り
。
証
分
は
言
を
絶
し
、
説
分
は
顕
わ
す
寺
へ
し
。
故
に
今
は
説
分
を
挙
げ
て
そ
の
宣
揚
を
勧
む
・
」
と
あ
る
。
こ
の
証
分

が
自
覚
で
あ
れ
ば
、
説
分
は
覚
他
で
あ
る
。
吉
蔵
は
釈
序
分
の
中
で
の
自
覚
覚
他
に
つ
い
て
は
、
自
覚
は
凡
夫
に
異
な
り
覚
他
は
二
乗
と

別
で
あ
る
こ
と
を
言
う
の
み
で
あ
っ
た
が
、
二
乗
と
の
差
違
が
説
分
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
智
慧
に
お
け
る
覚
性

に
は
、
自
覚
と
覚
他
の
二
面
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
仏
性
に
も
ま
た
そ
の
二
面
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
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仏
性
の
意
義
に
つ
い
て
は
浬
樂
経
に
、
．
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
と
し
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
浬
樂
経
に
ど
の

よ
う
に
説
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
中
国
の
諸
師
は
如
何
に
そ
の
主
旨
を
了
解
し
た
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
今
は
そ

れ
に
依
ら
ず
、
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
内
容
の
、
展
開
し
て
い
く
流
れ
に
添
い
な
が
ら
、
何
故
に
悉
有
仏
性
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

か
を
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
に
四
十
巻
の
大
般
浬
藥
経
よ
り
は
、
よ
り
簡
潔
な
法
顕
訳
の
大
般
泥
疸
経
六
巻
を
用
い
て
、
そ
こ
に
説

④

か
れ
て
い
る
仏
性
の
意
義
を
概
略
ま
と
め
て
み
る
。

衆
生
を
等
し
く
見
る
こ
と
一
子
を
視
る
が
ご
と
き
釈
尊
が
、
今
や
が
て
減
度
す
る
で
あ
ろ
う
と
人
々
に
告
げ
ら
れ
た
。
お
弟
子
や
、
釈

尊
と
同
様
の
等
観
の
能
力
を
も
つ
菩
薩
た
ち
が
、
世
尊
に
般
浬
盤
し
な
い
よ
う
に
と
お
願
い
に
駆
け
つ
け
て
き
た
。
彼
れ
ら
は
体
中
の
毛

孔
か
ら
、
悲
し
み
の
あ
ま
り
血
を
雨
の
よ
う
に
流
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
景
か
ら
こ
の
経
典
は
説
か
れ
て
い
く
。
そ
れ
ま
で
供
養
を

拒
絶
さ
れ
て
き
た
釈
尊
が
、
純
陀
に
最
後
の
供
養
を
許
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
世
で
の
如
来
の
長
住
を
請
う
て
は
な
ら
な
い
。
世
間
も
衆

生
も
無
常
で
あ
る
と
観
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
た
し
な
め
ら
れ
る
。
再
度
に
わ
た
っ
て
純
陀
が
、
如
来
が
世
に
長
存
さ
れ
る
こ
と
を

願
う
と
、
そ
こ
へ
文
殊
師
利
が
口
を
は
さ
ん
で
、
有
為
転
変
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
観
察
す
れ
ば
空
慧
が
具
わ
る
と
告
げ
る
。
す
る
と
純

陀
は
功
徳
を
そ
な
え
た
如
来
の
寿
命
が
そ
ん
な
に
短
い
は
ず
が
な
い
と
反
発
し
、
結
局
は
文
殊
師
利
を
し
て
、
如
来
は
常
住
無
為
に
し
て

変
易
法
に
あ
ら
ず
と
言
わ
し
め
る
。
如
来
が
常
住
で
あ
る
こ
と
は
、
衆
生
の
愚
痕
に
よ
る
顛
倒
の
常
楽
我
浄
を
否
定
さ
れ
、
無
常
・
苦
・

る
。
仏
性
に
お
け
る
自
覚
の
分
が
、
四
種
の
乗
体
の
う
ち
の
真
如
法
身
に
対
応
し
得
る
な
ら
ば
、
覚
他
の
分
が
万
行
万
徳
を
具
え
る
こ
と

と
相
応
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
仏
性
と
い
う
課
題
と
一
乗
と
は
、
思
想
的
に
も
深
い
関
り
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
中
国
に
お
け

る
仏
教
研
究
に
お
い
て
は
、
法
華
経
と
浬
樂
経
、
そ
し
て
勝
鬘
経
は
一
乗
義
や
仏
性
義
に
お
い
て
、
深
い
関
連
を
持
ち
つ
つ
行
わ
れ
た
よ

う
で
あ
る
。

三
浬
藥
経
の
仏
性
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無
我
と
教
え
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
教
え
へ
の
執
著
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
法
身
の
常
、
、
浬
梁
の
楽
・
仏
の
我
・
仮
名
法
の
浄
８

と
あ
ら
た
め
て
見
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
菩
薩
の
長
寿
業
と
し
て
衆
生
如
一
子
想
が
、
四
無
量
心
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
説
か
れ
、

金
剛
身
品
で
は
如
来
身
が
常
住
身
・
不
壊
身
・
金
剛
身
・
非
械
食
身
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
四
法
品
で
は
「
其
れ
食
肉
は
大
慈
種
を

断
つ
」
と
い
う
よ
う
に
、
慈
悲
が
強
調
さ
れ
る
に
い
た
る
。

泥
疸
経
の
分
別
邪
正
品
に
到
る
と
、
「
我
れ
般
泥
疸
し
て
よ
り
七
百
歳
後
、
如
来
の
教
法
こ
れ
よ
り
漸
く
減
し
、
魔
の
比
丘
と
な
り
て

正
法
を
壊
乱
す
」
と
述
令
へ
て
、
釈
尊
伝
を
は
じ
め
多
く
の
事
項
に
つ
い
て
魔
説
と
如
来
の
説
と
を
峻
別
し
た
。
そ
の
中
で
突
然
に
「
ま
た

比
丘
あ
り
、
広
く
如
来
蔵
経
を
説
い
て
、
一
切
衆
生
に
み
な
仏
性
あ
り
。
身
中
に
在
っ
て
無
量
煩
悩
悉
く
除
減
し
お
わ
っ
て
、
仏
便
ち
明

顕
す
。
一
間
提
を
除
く
」
と
「
我
が
身
中
に
実
に
仏
性
あ
り
」
と
主
張
す
る
こ
と
が
「
実
に
仏
性
あ
っ
て
施
戒
生
ず
る
が
故
に
」
如
来
所

説
の
経
律
で
あ
る
と
述
令
へ
る
。
ま
た
附
随
し
て
「
復
た
比
丘
あ
っ
て
こ
の
思
惟
を
な
す
。
我
れ
ま
さ
に
成
仏
す
曇
へ
き
こ
と
決
定
し
て
疑
い

な
し
。
こ
の
思
惟
を
な
す
に
、
未
だ
道
果
を
得
ず
と
い
え
ど
も
、
そ
の
福
無
量
な
り
」
と
い
う
。
旧
来
な
ら
ば
悟
っ
て
い
な
い
の
に
悟
っ

た
と
い
う
両
舌
の
重
罪
に
あ
た
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
「
如
来
の
真
性
こ
れ
に
由
っ
て
顕
現
す
」
と
し
、
「
大
悲
世
尊
に
し
て
こ
の

説
を
な
す
」
の
で
あ
り
、
如
来
の
所
説
で
あ
る
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
仏
性
・
如
来
性
が
衆
生
に
悉
有
す
る
こ
と
が
説
か
れ

て
い
く
。
如
来
性
品
に
い
た
る
と
「
真
実
我
は
こ
れ
如
来
性
な
り
。
ま
さ
に
知
る
ゞ
へ
し
一
切
衆
生
に
悉
有
す
。
但
だ
彼
の
衆
生
の
無
量
の

煩
悩
に
覆
蔽
せ
ら
れ
て
現
れ
ず
」
と
、
一
切
の
衆
生
に
仏
性
が
悉
有
す
る
あ
り
方
が
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
如
来
性
は
声
聞
や

辞
支
仏
に
は
難
見
難
得
の
宝
で
あ
っ
て
、
十
住
の
菩
薩
で
す
ら
自
ら
の
中
に
如
来
性
を
観
察
し
て
、
惑
想
を
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
警
告

し
、
「
如
来
の
性
は
甚
深
難
見
に
し
て
、
た
だ
仏
の
境
界
」
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
主
張
す
る
。
そ
し
て
如
来
性
を
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
如
来
の
契
経
に
随
順
し
、
信
心
方
便
し
て
そ
の
後
で
等
し
く
観
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
大
般
泥
疸
経
に
信
心
を
生

じ
た
上
で
、
そ
れ
自
身
に
如
来
性
あ
り
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

浬
藥
経
に
仏
性
が
説
か
れ
て
い
く
様
子
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
し
か
し
釈
尊
の
入
滅
を
主
題
と
し
て
仏
陀
と
は



何
か
を
問
う
時
、
釈
尊
の
入
滅
が
衆
生
の
救
済
に
繋
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
入
滅
は
別
離
で
あ
り
、
残
さ
れ
た
弟
子
達

に
と
っ
て
釈
尊
の
教
化
か
ら
の
断
絶
で
あ
り
、
こ
の
上
な
い
悲
劇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
難
値
難
見
難
問
難
信
の
嘆
き
も
そ
こ
に

あ
る
。
し
か
し
釈
尊
と
の
死
別
の
悲
し
み
を
、
如
来
の
法
身
常
住
に
切
り
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
来
の
大
悲
の
強
調
へ
と
質
的
な
転

換
を
さ
せ
て
い
っ
た
。
釈
尊
が
八
十
歳
で
病
い
を
得
て
入
滅
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
証
悟
を
得
ら
れ
て
仏
陀
と
な
ら
れ
た
釈
尊
が
、
我

々
と
同
じ
く
老
病
死
の
苦
を
受
け
る
人
間
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
深
く
認
知
さ
せ
ら
れ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し

そ
れ
は
ま
た
同
時
に
仏
陀
と
し
て
の
証
悟
の
内
容
は
、
釈
尊
の
入
滅
に
も
か
か
わ
ら
ず
真
実
で
あ
り
、
変
る
こ
と
は
な
い
と
の
確
信
を
得

た
こ
と
に
な
る
。
仏
陀
が
考
病
死
の
苦
を
同
じ
く
受
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
為
が
誰
で
も
仏
陀
に
な
り
得
る
こ
と
の
証
明
で
あ
り
、
他

方
に
仏
陀
の
法
身
は
常
住
で
あ
る
こ
と
の
立
証
で
あ
っ
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
釈
尊
は
入
滅
の
相
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
衆

生
が
成
仏
す
る
可
能
性
と
、
そ
の
た
め
の
真
実
の
教
え
は
変
化
せ
ず
に
永
遠
に
存
続
す
る
こ
と
を
、
身
を
も
っ
て
教
え
た
こ
と
に
な
る
。

少
な
く
と
も
入
滅
後
七
百
年
を
経
た
後
の
混
樂
経
成
立
の
時
期
に
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
奉
仏
の
徒
が
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
釈

尊
滅
後
の
時
間
の
経
過
の
中
で
仏
陀
観
は
神
格
化
の
方
向
に
進
ん
だ
、
と
す
る
見
方
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
仏
陀
の
教
え
を
学
ん

で
き
た
人
々
は
、
釈
尊
の
死
を
常
に
現
実
の
課
題
と
し
て
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
こ
に
大
悲
の
は
た
ら
き
を
感
得
し
て
、
仏
陀
観
を
展
開
さ

せ
て
い
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
仏
陀
観
を
法
身
常
住
と
設
定
し
た
こ
と
は
、
仏
陀
の
覚
証
し
た
法
が
不
変
で
あ
り
普
偏

で
あ
る
こ
と
の
主
張
で
あ
る
。
常
住
身
で
あ
り
金
剛
身
・
不
微
食
身
で
あ
る
と
主
張
し
た
法
身
が
、
釈
尊
の
説
法
で
あ
る
無
常
・
苦
・
無

我
の
教
法
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。
邪
正
品
の
課
題
は
こ
こ
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
矛
盾
に
決
着
を
つ
け
て
い
こ
う
と
す
る
中
で
、

一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
考
え
方
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
法
身
常
住
と
い
う
法
身
が
、
法
性
身
と
も
言
う
も
の
で
あ
り
、
法
性
を

所
証
と
し
て
い
る
。
法
性
は
般
若
経
よ
り
法
華
経
に
到
る
ま
で
、
大
乗
仏
教
の
中
で
求
め
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
「
法
が
法
で
あ
る

こ
と
」
の
意
味
を
持
つ
。
そ
れ
な
ら
ば
仏
性
も
ま
た
「
仏
が
仏
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
仏
で

あ
る
こ
と
」
と
は
法
性
で
あ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
法
身
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仏
陀
は
少
な
く
と
も
基
本
的
に
人
格
な
の
で
あ
り
、
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そ
の
人
格
が
内
容
を
法
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
邪
正
品
に
仏
性
が
主
張
さ
れ
た
の
は
、
法
身
常
住
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ

る
。
一
方
、
仏
陀
に
は
覚
他
の
面
が
要
請
さ
れ
る
が
、
経
文
中
の
断
肉
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
慈
悲
の
強
調
は
、
そ
の
基
盤
で
あ

る
。
一
切
衆
生
に
仏
性
が
悉
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
の
死
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
生
滅
す
る
衆
生
は
す
録
へ
て
仏
陀
に
な
り
得
る

と
い
う
、
最
大
の
大
慈
悲
の
証
明
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
の
教
説
は
、
そ
の
設
定
の
仕
方

は
い
さ
さ
か
唐
突
な
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
意
義
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
お
仏
性
が
「
身
中
に

在
っ
て
」
「
無
量
の
煩
悩
に
覆
蔽
せ
ら
れ
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
の
入
滅
に
よ
っ
て
釈
尊
の
法
身
は
面
影
を
も
含
め
て
、
す
べ
て
衆

生
の
内
に
在
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
釈
尊
の
在
世
中
は
釈
尊
が
仏
陀
で
あ
ろ
う
と
師
で
あ
ろ
う
と
、
弟
子
に
と
っ
て
は

待
時
す
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
免
れ
な
い
。
し
か
し
釈
尊
の
入
滅
の
後
は
待
時
す
る
存
在
で
は
な
く
な
り
、
悉
有
す
る
存
在
へ
と
変
化

を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
浬
藥
経
を
語
る
奉
仏
者
達
は
、
釈
尊
の
入
滅
の
姿
を
眼
前
に
見
る
思
い
で
、
そ
し
て
や
が

て
時
間
の
経
過
の
中
に
、
別
離
の
悲
み
か
ら
静
か
な
思
慕
の
情
へ
と
変
化
し
て
い
く
、
そ
の
心
の
動
き
を
明
瞭
に
把
握
し
て
、
経
文
の
行

間
に
巧
み
に
織
り
込
ん
で
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
と
は
直
接
に
成
仏
の
可
能
性
を
述

尋
へ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
仏
陀
釈
尊
の
衆
生
へ
の
永
遠
の
願
い
と
し
て
、
そ
の
願
い
を
門
弟
を
通
し
て
奉
仏
者
達
が
受
け
取
っ
て
い
っ
た
、

そ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
教
え
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

勝
鬘
宝
窟
に
は
如
来
蔵
に
つ
い
て
は
明
解
な
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。
釈
説
自
性
清
浄
心
隠
覆
章
の
第
二
同
異
門
に
は
、
「
こ
の
経
の
始

終
、
如
来
蔵
を
明
か
す
、
凡
そ
六
処
あ
り
」
と
し
て
、
六
章
と
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
略
述
が
附
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
は
そ
の
指

⑤

示
に
し
た
が
っ
て
、
吉
蔵
が
如
来
蔵
や
仏
性
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

⑥

先
ず
釈
説
如
来
蔵
章
第
七
に
如
来
蔵
の
釈
名
門
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
世
親
著
真
諦
訳
と
さ
れ
る
仏
性
論
に
よ
っ
て
、
如
来
蔵
の
意
味
が

四
宝
窟
の
如
来
蔵
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次
に
は
釈
説
空
義
隠
覆
真
実
章
第
九
に
、
空
と
不
空
の
二
智
と
如
来
蔵
が
説
か
れ
る
と
指
示
す
る
。
そ
の
前
の
章
に
お
い
て
、
如
来
法

性
と
如
来
蔵
の
関
係
を
顕
と
隠
に
、
ま
た
蔵
権
を
生
死
と
す
る
に
対
し
て
蔵
実
を
真
如
仏
性
と
見
た
。
つ
い
で
本
章
で
は
蔵
の
能
所
に
約

し
て
、
如
来
蔵
に
お
い
て
蔵
さ
れ
て
い
る
の
は
真
実
で
あ
り
、
能
蔵
は
虚
妄
煩
悩
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
経
文
の
「
如
来
蔵
智
是
如

来
空
智
」
を
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
能
蔵
の
法
で
あ
る
虚
妄
煩
悩
は
本
来
に
無
生
畢
寛
空
で
あ
る
こ
と
を
、
仏
は
了
了
に
知
っ
て
お
ら
れ

る
か
ら
、
空
如
来
蔵
智
と
名
づ
け
る
。
ま
た
所
蔵
の
真
実
と
は
中
道
仏
性
で
あ
り
、
一
切
の
徳
を
具
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
ら
れ
る

言
如
来
者
、
体
如
而
来
、
故
名
如
来
。
依
仏
性
論
、
蔵
有
三
種
。
一
所
摂
蔵
、
二
隠
覆
蔵
、
三
能
摂
蔵
。
所
摂
蔵
者
、
約
自
性
仏
性
、

説
一
切
衆
生
無
有
出
如
如
境
者
、
並
為
如
如
之
所
摂
、
故
名
蔵
也
。
則
衆
生
為
如
来
所
蔵
也
。
隠
覆
蔵
者
、
如
来
性
住
在
道
前
、
為

煩
悩
隠
覆
、
衆
生
不
見
、
故
名
為
蔵
。
前
是
如
来
蔵
衆
生
、
後
是
衆
生
蔵
如
来
也
。
能
摂
蔵
者
、
謂
果
地
一
切
過
恒
沙
功
徳
、
住
応

得
性
時
、
摂
之
以
尽
、
故
能
摂
為
蔵
也
。

如
来
蔵
の
如
来
は
如
を
体
し
て
来
た
る
の
意
味
。
蔵
に
は
三
種
の
意
義
が
あ
る
。
所
摂
の
蔵
と
は
、
一
切
衆
生
は
如
如
の
境
の
域
か
ら

出
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
如
来
に
蔵
せ
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
隠
覆
蔵
と
は
、
衆
生
に
は
も
と
も
と
如
来
性
が
あ
る
の
に
、

煩
悩
に
覆
わ
れ
て
見
え
な
い
。
こ
の
双
方
の
意
味
か
ら
、
衆
生
は
も
と
も
と
如
来
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
如
来
性
が
衆
生
に
蔵
せ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
能
摂
蔵
と
は
、
如
来
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
時
に
は
、
す
べ
て
の
功
徳
を
蔵
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

ま
た
こ
れ
に
加
え
て
「
如
来
蔵
即
是
仏
性
」
と
し
て
三
義
の
仏
性
を
挙
げ
る
。
一
に
は
自
性
住
仏
性
で
、
こ
れ
は
所
摂
蔵
の
意
味
に
あ
た

る
。
二
に
は
引
出
仏
性
で
、
初
発
意
よ
り
金
剛
心
へ
と
引
出
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
如
来
性
が
衆
生
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
煩
悩
に
隠
覆
さ
れ
て
い
て
も
、
常
に
開
発
さ
れ
る
ゞ
へ
く
引
出
の
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
に
は
至
得
仏
性
で

能
摂
蔵
の
意
味
に
あ
た
り
、
諸
仏
の
三
身
で
あ
る
と
す
る
。
仏
性
と
は
法
身
と
そ
の
は
た
ら
き
で
あ
る
か
ら
、
仏
の
三
身
と
言
い
得
る
の

解
説
さ
れ
る
。

で
あ
る
。
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い
毒
フ
ｃ

－
不
、
桐

い
る
。三

に
は
釈
説
顛
倒
真
実
章
に
、
如
来
蔵
が
染
と
浄
の
双
方
に
依
持
と
な
る
こ
と
を
明
か
す
と
い
う
。
こ
の
章
に
区
分
さ
れ
る
経
文
を
挙

げ
な
が
ら
解
説
し
て
み
る
と
、
「
生
死
者
、
依
如
来
蔵
」
は
、
生
死
の
本
因
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
如
来
蔵
で
あ
っ
て
、
外
道
の
よ
う
に

邪
因
を
立
て
た
り
無
因
を
主
張
し
て
は
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
結
業
に
よ
っ
て
生
死
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
小
乗
や
他
の
大
乗
の
考
え
方
も
、

根
本
を
窮
め
て
い
な
い
説
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
処
す
る
意
味
と
、
一
切
の
衆
生
に
は
仏
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
か
す

た
め
に
、
如
来
蔵
に
よ
っ
て
生
死
が
あ
る
と
経
は
説
く
と
言
う
。
こ
れ
は
衆
生
の
生
死
流
転
が
迷
い
で
あ
り
な
が
ら
、
結
局
は
成
仏
の
た

め
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
次
の
「
以
如
来
蔵
故
、
説
本
際
不
可
知
」
は
、
如
来

蔵
は
本
来
無
始
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
生
死
も
無
始
で
あ
る
。
無
始
よ
り
以
来
、
如
来
蔵
に
依
っ
て
生
死
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
是
故

如
来
蔵
是
依
是
持
是
建
立
」
の
文
を
、
如
来
蔵
の
体
は
無
為
常
住
で
あ
る
か
ら
、
衆
生
の
た
め
の
所
依
処
と
な
り
、
連
続
せ
し
め
て
、
成

仏
す
る
こ
と
を
得
し
む
と
解
釈
す
る
。
次
に
「
如
来
蔵
者
、
無
前
際
、
不
起
不
滅
法
。
種
諸
苦
、
得
厭
苦
楽
求
浬
藥
」
の
経
文
が
あ
る
。

如
来
蔵
は
無
始
本
有
で
あ
り
起
滅
が
な
い
か
ら
、
む
し
ろ
染
と
浄
の
因
と
な
る
。
そ
の
場
合
に
諸
苦
を
種
植
え
た
り
、
逆
に
苦
を
厭
う
た

り
す
る
の
は
、
妄
心
で
あ
っ
て
仏
性
で
は
な
い
。
ち
ょ
う
ど
海
の
水
波
が
風
に
よ
っ
て
波
立
っ
た
り
、
静
か
に
な
っ
た
り
す
る
と
き
に
、

海
自
体
が
波
立
つ
の
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
海
が
あ
っ
て
波
立
つ
よ
う
に
、
仏
性
が
あ
っ
て
苦
を
植
え
た
り
厭
う
た
り

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
こ
の
章
の
大
意
を
理
解
す
傘
へ
き
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
章
の
結
文
に
は
、
如
来
蔵
が
三
種
の
衆
生
の
境
界
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
れ
は
凡
夫
外
道
で
五
陰
の
身
内
に
あ
っ

か
ら
、
不
空
如
来
蔵
智
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仏
は
こ
の
よ
う
に
空
と
不
空
に
お
い
て
如
来
蔵
を
知
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
逆
に
衆
生

や
二
乗
は
そ
の
語
に
執
着
を
起
こ
し
て
、
そ
の
語
で
も
っ
て
如
来
蔵
を
隠
覆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
空
が
仏
性
を
覆
う
の
を
隠
真
実
と

い
う
。
同
じ
く
真
実
を
表
わ
す
言
語
も
執
著
に
よ
っ
て
誤
り
を
犯
す
こ
と
が
示
し
た
い
の
で
あ
り
、
吉
蔵
は
「
こ
れ
乃
ち
是
れ
仏
法
の
大

宗
、
得
失
の
根
本
な
り
。
心
を
そ
の
門
に
留
む
ぺ
き
哉
・
こ
の
旨
を
見
ん
と
欲
せ
ぱ
、
ま
さ
に
龍
樹
の
中
観
論
を
尋
ね
＄
へ
し
」
と
述
、
へ
て
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第
六
に
如
来
蔵
は
自
性
清
浄
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
煩
悩
に
染
せ
ら
れ
る
こ
と
を
明
か
す
と
い
う
。
こ
の
章
の
経
文
の
中
で
「
然
有
煩
悩
、

有
煩
悩
染
心
。
自
性
清
浄
心
而
有
染
者
、
難
可
了
知
」
の
文
が
あ
る
。
吉
蔵
は
こ
れ
を
解
釈
し
て
、
煩
悩
に
よ
っ
て
刹
那
心
が
染
汚
さ
れ

る
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い
こ
と
で
、
煩
悩
が
染
汚
し
よ
う
と
し
て
も
染
せ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
衆
生
に
あ
っ
て
は
そ
の
ま
ま
に
煩
悩
が
あ

り
、
煩
悩
に
染
せ
ら
れ
た
心
が
あ
っ
て
、
不
染
に
し
て
染
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
前
心
は
浄
で
後
心
は
垢
と
な
る
。
垢
心
が
起
る
時
、

浄
心
を
障
う
。
と
こ
ろ
で
三
界
の
鹿
心
が
染
せ
ら
れ
る
こ
と
で
す
ら
、
了
知
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
の
に
、
自
性
清
浄
心
で
あ
り
な
が

ら
染
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
容
易
に
了
知
で
き
な
い
。
た
だ
本
性
清
浄
と
い
っ
て
も
、
衆
生
に
お
い
て
は
顛
倒
不
浄
と
な
る
の
で
、
そ
れ
を

客
塵
煩
悩
に
染
せ
ら
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
客
塵
煩
悩
に
染
せ
ら
れ
て
も
、
し
か
も
常
に
本
性
清
浄
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
了
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ

O
C

て
、
我
あ
り
と
見
る
身
見
に
随
し
た
衆
生
。
法
身
の
常
楽
我
浄
に
お
い
て
無
常
等
の
四
顛
倒
を
起
し
た
、
二
乗
な
ど
の
顛
倒
の
衆
生
心
初

学
の
大
乗
人
な
ど
の
多
く
は
空
観
な
ど
を
習
い
、
真
解
を
妨
乱
す
る
空
乱
意
の
衆
生
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
衆
生
は
如
来
蔵
を
蔵
し
て
い
る

け
れ
ど
も
、
如
来
蔵
の
境
界
で
は
な
い
と
捨
遣
す
る
。
こ
の
「
非
境
界
」
と
し
て
捨
遣
さ
れ
る
の
は
、
如
来
蔵
を
有
所
得
と
し
て
了
解
し

て
い
こ
う
と
す
る
す
べ
て
に
あ
た
る
。
吉
蔵
は
こ
こ
で
、
常
楽
我
浄
を
計
す
る
人
、
無
常
無
我
を
計
す
る
人
、
あ
る
い
は
本
章
ま
で
に
述

べ
ら
れ
て
き
た
如
来
蔵
を
了
解
し
た
人
々
、
例
え
ば
能
蔵
所
蔵
あ
り
と
い
う
人
、
生
死
の
た
め
に
依
・
持
・
建
立
と
な
る
と
言
う
人
、
こ

れ
ら
の
有
所
得
の
人
々
な
ら
ば
す
べ
て
捨
遣
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
第
四
の
一
切
の
相
を
絶
す
る
章
で
あ
る
。

第
五
に
釈
説
自
性
清
浄
心
隠
覆
章
第
十
三
、
始
め
の
文
に
五
蔵
の
義
が
あ
り
、
こ
れ
ら
が
仏
性
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
列
挙
す
れ

ば
一
に
如
来
蔵
、
無
我
を
相
と
す
る
如
来
の
自
性
で
あ
り
、
諸
法
の
体
性
と
も
な
る
。
二
に
法
界
蔵
、
聖
人
の
行
境
界
で
正
法
蔵
と
も
い

わ
れ
る
。
因
行
の
意
義
を
も
つ
。
三
に
法
身
蔵
、
至
得
の
仏
果
を
あ
ら
わ
す
。
四
に
出
世
問
上
上
蔵
、
因
縁
の
相
で
は
な
く
世
間
を
超
え

た
真
実
の
意
義
で
あ
る
。
五
に
自
性
清
浄
蔵
、
秘
密
甚
深
の
意
義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
如
来
蔵
に
五
種
の
意
義
が
立
て
ら
れ
る
の
で
あ

1q
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如
来
蔵
が
説
か
れ
て
い
る
六
処
、
と
吉
蔵
が
指
示
す
る
こ
と
に
依
っ
て
、
そ
の
経
文
に
つ
い
て
の
吉
蔵
の
解
釈
を
列
挙
し
て
き
た
。
こ

れ
に
よ
る
と
本
来
、
如
来
は
衆
生
を
蔵
し
て
い
る
か
ら
如
来
蔵
と
言
い
、
そ
れ
だ
か
ら
衆
生
の
心
身
の
中
に
如
来
蔵
が
あ
る
と
い
う
。
虚

妄
煩
悩
に
よ
っ
て
蔵
さ
れ
て
い
る
如
来
蔵
は
、
自
性
清
浄
で
あ
り
真
実
で
あ
る
が
、
蔵
し
て
い
る
虚
妄
煩
悩
は
染
で
あ
る
。
だ
か
ら
如
来

蔵
は
染
汚
さ
れ
な
い
ま
ま
に
染
汚
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
隠
覆
と
言
う
。
如
来
蔵
そ
れ
自
体
は
、
虚
妄
煩
悩
を
空
じ
て
い
こ
う
と
し
て
は

た
ら
い
て
お
り
、
そ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
如
来
性
を
顕
現
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
宝
窟
に
お
い
て
吉
蔵
は
、
如
来
蔵
を
こ
の
よ

う
な
空
ず
る
は
た
ら
き
と
見
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

釈
説
如
来
蔵
章
の
来
意
門
に
は
十
数
項
に
わ
た
っ
て
、
如
来
蔵
が
説
か
れ
る
に
い
た
る
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
前
章

か
ら
の
一
乗
や
無
辺
聖
諦
を
受
け
て
、
聖
諦
が
甚
深
な
の
は
如
来
蔵
が
甚
深
だ
か
ら
で
あ
り
、
一
乗
は
蔵
に
よ
っ
て
成
ず
と
明
か
す
た
め

で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
後
の
章
に
関
連
さ
せ
て
、
如
来
蔵
に
よ
っ
て
顛
倒
と
不
顛
倒
の
義
を
、
成
ず
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
す

る
。
そ
の
他
に
は
、
断
見
の
衆
生
が
衆
生
性
は
草
木
の
よ
う
に
、
こ
の
生
で
尽
き
て
し
ま
う
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
如
来
蔵
が
あ
る
か

ら
必
ず
仏
に
な
る
と
教
え
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
自
分
自
身
に
仏
性
が
あ
り
、
菩
提
心
を
発
し
て
修
行
し
、
成
仏
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。

他
の
人
の
心
身
の
中
に
仏
性
あ
り
と
知
り
、
殺
な
ど
の
十
悪
業
を
行
わ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た

「
ま
た
般
若
を
説
か
ん
と
欲
す
る
が
故
に
仏
性
を
説
く
。
般
若
は
即
ち
こ
れ
中
道
の
智
慧
な
り
。
中
道
の
智
慧
は
衆
生
を
し
て
有
無
の
二

見
を
遠
離
せ
し
む
。
生
死
の
中
に
虚
妄
の
我
な
し
と
知
ら
し
む
る
が
故
に
、
そ
の
有
見
を
息
む
。
如
来
蔵
あ
り
、
無
見
を
息
む
」
と
し
、

「
か
く
の
如
き
等
の
諸
因
縁
を
以
て
の
故
に
、
如
来
蔵
を
説
く
。
こ
れ
は
こ
れ
仏
法
の
大
意
な
り
」
と
述
慧
へ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
意
の

中
で
、
顛
倒
と
不
顛
倒
の
義
を
成
ず
と
か
、
菩
提
心
を
発
し
成
仏
せ
し
め
る
と
か
、
あ
る
い
は
如
来
蔵
が
あ
る
に
よ
っ
て
無
見
を
息
む
な

ど
、
吉
蔵
の
述
べ
て
い
る
理
由
を
眺
め
て
い
る
と
、
衆
生
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
成
仏
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
も
の
と
意
義
づ
け
て
い
る

五
む
す
び

14



仏
性
と
如
来
蔵
の
意
味
を
、
吉
蔵
は
あ
ま
り
区
別
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
区
別
と
い
う
よ
り
混
用
し
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。

如
来
蔵
と
言
い
な
が
ら
、
い
つ
の
間
に
か
仏
性
と
言
っ
た
り
す
る
場
面
も
多
い
。
も
っ
と
も
如
来
蔵
と
仏
性
の
語
感
は
、
差
違
が
あ
る
は

ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
使
い
分
け
を
し
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
浬
藥
経
に
一
切
の
衆
生
に
は
悉
く
仏
性
が
あ
る
と
説
か
れ
て
い

る
こ
と
が
、
法
身
常
住
の
如
来
が
衆
生
救
済
の
慈
悲
を
働
か
せ
て
、
衆
生
に
平
等
に
一
子
を
見
る
よ
う
に
、
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
衆
生
に
仏
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
衆
生
に
常
に
慈
悲
の
作
用
が
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の

は
た
ら
き
か
け
が
衆
生
に
覚
知
さ
れ
て
い
て
、
常
に
衆
生
を
し
て
成
仏
へ
と
向
わ
せ
て
お
り
、
そ
の
状
況
を
悉
有
仏
性
と
い
う
の
で
あ
る
。

勝
鬘
経
に
み
ら
れ
る
如
来
蔵
は
、
自
性
清
浄
と
い
う
こ
と
を
言
い
、
煩
悩
蔵
を
離
れ
ず
と
い
っ
て
も
、
浬
藥
経
の
よ
う
に
慈
悲
を
強
調
す

る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
そ
の
機
能
は
仏
性
と
如
来
蔵
と
相
違
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
経
典
を
知
悉
し
て
い
る
吉
蔵
が
混
用
す
る

⑦

の
も
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
混
用
す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
勝
震
経
の
如
来
蔵
を
積
極
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
も
、
や
む
を
得
‐

の
か
も
知
れ
な
い
。

仏
性
の
意
義
と
同
じ
で
あ
る
。

ょ
う
で
あ
る
。
「
如
来
蔵
に
由
っ
て
顛
倒
成
す
と
言
う
は
、
衆
生
は
仏
性
を
失
す
、
故
に
苦
海
に
輪
転
す
」
と
述
今
へ
て
い
る
が
、
仏
性
を

失
す
と
は
忘
失
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
先
に
取
り
あ
げ
た
釈
説
顛
倒
真
実
章
に
も
、
生
死
の
無
始
と
如
来
蔵
の
無
始
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
自
性
清
浄
心
を
述
べ
る
と
こ
ろ
で
も
、
不
染
の
染
と
染
の
不
染
と
が
述
尋
へ
ら
れ
て
い
た
。
勝
鬘
経
で
は
「
了
知
す
べ
き
こ
と
か
た
し
」

と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
仏
性
論
な
ど
を
引
用
し
な
が
ら
、
如
来
蔵
が
衆
生
の
煩
悩
蔵
に
隠
覆
さ
れ
な
が
ら
、
所
蔵
と
し
て
の
真
実
に
よ

っ
て
、
煩
悩
が
破
壊
さ
れ
て
い
く
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
吉
蔵
の
如
来
蔵
の
意
義
を
見
る
と
、
そ
れ
は
非
常
に
積

極
的
で
あ
り
動
的
な
解
釈
で
あ
る
。
単
に
成
仏
へ
の
可
能
性
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
成
仏
に
向
わ
せ
る
原
動
力
で
あ
り
、
そ
の
は
た
ら

き
は
無
始
よ
り
以
来
の
如
来
か
ら
、
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
て
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
浬
樂
経
の

吉
蔵
の
仏
性
義
を
検
討
す
る
に
は
、
大
乗
玄
論
に
収
め
ら
れ
て
い
る
仏
性
義
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
中
観
論
疏
に
み
鴫



ら
れ
る
中
道
仏
性
は
、
も
っ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
先
が
け
て
、
勝
鬘
経
が
解
説
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

積
極
的
で
あ
り
動
的
な
如
来
蔵
義
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
吉
蔵
の
教
学
全
体
に
そ
の
こ
と
が
及
ん
で
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
だ
⑭
る
。

①
拙
稿
「
勝
震
経
宝
窟
の
撰
述
に
つ
い
て
」
大
谷
学
報
第
六
十
五
巻
第
二
号
〈
昭
和
帥
年
〉
参
照
。

②
勝
震
経
の
解
説
は
多
く
あ
る
。
中
で
も
近
く
は
高
崎
直
道
著
「
如
来
蔵
思
想
の
形
成
」
（
春
秋
社
一
九
七
八
年
．
一
○
○
’
二
七
頁
）
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
如
来
蔵
の
語
を
中
心
に
、
簡
略
に
ま
と
め
て
み
た
。

③
勝
霊
経
宝
窟
巻
中
本
（
大
正
師
・
虹
ａ
）

④
浬
築
経
の
解
説
は
、
横
超
慧
日
著
「
浬
築
経
」
（
サ
ー
ラ
叢
書
妬
・
平
楽
寺
書
店
一
九
八
一
年
）
に
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

⑤
勝
堂
経
宝
窟
は
大
正
蔵
経
第
師
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
国
訳
一
切
経
・
経
疏
部
皿
に
収
め
ら
れ
て
い
る
桜
部
文
鏡
訳
註
「
勝
愛
宝
窟
」

は
、
注
に
お
い
て
校
訂
が
行
き
と
ど
い
て
い
る
の
で
、
本
稿
を
す
す
め
る
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
。

⑥
勝
童
経
宝
窟
巻
下
本
（
大
正
説
・
師
ｂ
）

⑦
宝
性
論
の
仏
性
思
想
の
本
意
と
し
て
、
「
大
乗
仏
教
に
お
け
る
仏
道
体
系
と
し
て
の
〃
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
の
動
向
″
の
事
実
の
表
明
」
で
あ
る
と

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
（
小
川
一
乗
著
「
仏
性
思
想
」
昭
和
師
年
・
文
栄
堂
書
店
・
一
五
一
頁
）
参
照
。

16

Ⅱ


