
こ
こ
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
如
来
種
」
と
い
う
の
は
、
鳩

摩
羅
什
訳
の
『
維
摩
経
』
に
、
「
仏
種
」
ま
た
は
「
仏
種
姓
」
と
い

う
語
と
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
の
「
仏

道
品
」
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

、
、
、
、

の
何
ら
を
か
如
来
の
種
と
為
す
や
。
角
．
Ｅ
ふ
ち
鯉
）

と
い
う
維
摩
詰
の
問
い
に
対
し
て
、
文
殊
師
利
が
、

、

、

⑨
有
身
を
種
と
為
す
。
無
明
・
有
愛
を
種
と
為
す
。
負
・
志

、

、

咽

・
嬢
を
種
と
為
す
。
四
顛
倒
を
種
と
為
す
。
五
蓋
を
種
と
為

、

、

、

す
。
六
入
を
種
と
為
す
。
七
識
を
種
と
為
す
。
八
邪
法
を
極

、

、

と
為
す
。
九
悩
処
を
種
と
為
す
。
十
不
善
道
を
種
と
為
す
。

要
を
以
て
之
を
言
わ
ば
、
六
十
二
見
及
び
一
切
の
煩
悩
、
皆

℃
、

是
れ
仏
種
な
り
。
命
乞
い
‐
ｇ

と
答
え
る
。
維
摩
詰
が
さ
ら
に
「
何
の
謂
ぞ
や
」
と
問
う
の
に
対

「
如
来
種
」
に
つ

い

て

し
て
、
文
殊
師
利
が
、
有
名
な
「
高
原
の
陸
地
に
蓮
華
を
生
ぜ
ず
。

卑
湿
の
浪
泥
に
乃
し
此
の
華
を
生
ず
」
と
い
う
臂
に
よ
っ
て
答
え

る
中
に
、

、
、
、
、

⑥
当
に
知
る
、
へ
し
、
一
切
の
煩
悩
を
如
来
の
種
と
為
す
、
と
。

（
切
吟
や
ご
）

と
い
う
句
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
答
え
を
大
迦
葉
が
歎
じ
て
、

、
、
、
、

側
誠
に
所
言
の
如
し
。
塵
労
の
鴫
を
如
来
の
種
と
為
す
。

（
同
右
）

と
述
令
へ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
一
連
の
問
答
に
先
立
っ
て
、
「
若
し
菩
薩
、
非

①

道
を
行
ぜ
ぱ
、
是
れ
を
仏
道
に
通
達
す
と
為
す
」
と
い
う
維
摩
詰

の
言
に
、
文
殊
師
利
が
「
云
何
が
菩
薩
、
非
道
を
行
ず
る
や
」
と

問
い
、
こ
れ
に
対
す
る
維
摩
詰
の
応
答
の
中
に
、

、
、
、
、

⑤
下
賤
に
入
る
を
示
し
て
、
而
も
仏
の
種
姓
の
中
に
生
ま
れ

て
諸
の
功
徳
を
具
す
。
宙
乞
Ｐ
）

古

田

和

弘
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と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
い
か
に
も
『
維
摩
経
』
ら
し
い
大
胆
な
表
現
に
よ

っ
て
、
迷
悟
の
矛
盾
の
相
を
極
端
に
示
し
、
そ
の
矛
盾
の
本
質
を

つ
き
と
め
て
、
対
立
す
る
相
の
不
可
思
議
と
も
い
う
べ
き
統
合
を

説
き
明
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
空
」
の
は
た
ら
き
の

宗
教
性
を
端
的
に
説
く
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
は
あ
く

ま
で
も
菩
薩
の
行
道
の
あ
り
方
を
主
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

例
え
ば
、

煩
悩
を
断
ぜ
ず
し
て
、
而
も
浬
藥
に
入
る
。
（
「
弟
子
品
」
認
皆
）

と
か
、
あ
る
い
は
、

煩
悩
の
泥
中
に
乃
し
衆
生
の
仏
法
を
起
す
有
る
の
み
。
（
「
仏

道
品
」
鯉
苫
）

な
ど
と
い
う
経
文
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
「
如
来
種
」
な
る

語
は
、
「
仏
性
」
と
か
「
如
来
蔵
」
と
か
を
連
想
せ
し
め
、
そ
の

先
駆
的
な
意
義
を
も
つ
こ
と
ば
と
受
け
取
れ
ぬ
こ
と
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
煩
悩
所
纒
の
凡
夫
の
現
実
は
、
あ
く
ま
で
も
遠
離
す
べ
き

も
の
と
し
て
厳
し
く
こ
れ
を
否
定
し
つ
つ
も
、
逆
説
的
に
、
そ
の

凡
夫
の
現
実
に
積
極
的
な
意
味
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
仏

道
実
践
に
と
っ
て
の
敵
対
種
と
も
い
う
識
へ
き
不
善
の
行
業
を
も
、

む
し
ろ
菩
薩
の
行
の
必
要
項
目
と
し
て
数
え
上
げ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
否
定
的
な
発
想
に
よ
っ
て
現
実
を
肯
定
す

る
思
想
は
、
『
維
摩
経
』
に
一
貫
し
て
反
覆
力
説
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
脈
絡
の
中
で
用
い
ら
れ
る
「
如
来
種
」
の

説
は
、
後
に
中
国
お
よ
び
日
本
の
仏
教
界
に
お
い
て
顕
著
な
課
題

と
な
る
。
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
の
説
、
そ
し
て
ま
た
「
一
閏
提

成
仏
」
の
説
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
「
悪
人
正
機
」
の
思
想
へ
と
、

連
想
を
促
さ
ず
に
は
お
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
時
と
し
て
は
、

「
如
来
蔵
」
の
思
想
へ
の
連
関
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

②

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
連
想
な
り
関
連
づ
け
な
り
が
妥
当
で
あ
る

か
否
か
、
不
当
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て

そ
う
な
の
か
、
仏
教
の
思
想
史
的
研
究
の
上
で
重
要
な
問
題
を
含

ん
で
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
『
維
摩
経
』
そ
の
も
の
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
如
来
種
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
本
来
ど

の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は

「
仏
性
」
と
か
「
如
来
蔵
」
と
か
に
連
接
す
る
要
素
を
も
と
も
と

も
っ
て
い
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
を
問
う
こ
と
は
、
こ
の
経
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
の

伝
わ
ら
な
い
今
日
に
お
い
て
は
事
実
上
不
可
能
な
こ
と
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
か
り
に
、
原
典
が
存
し
た
と
し
て
も
、
．
乗
」

「
仏
性
」
「
如
来
蔵
」
な
ど
を
説
く
諸
経
の
原
典
と
の
教
理
的
も

し
く
は
思
想
的
な
影
響
関
係
が
成
立
史
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
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な
い
限
り
は
、
原
典
に
よ
っ
て
そ
れ
を
問
う
意
味
は
さ
ほ
ど
重
要

と
も
思
わ
れ
な
い
。
つ
ぎ
に
、
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
語
訳
に
つ
い
て
い
え
ば
、

こ
れ
は
準
原
典
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
翻
訳
の
経
緯
や
年
代
な
ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
後
世

に
お
け
る
教
理
の
発
展
の
影
響
が
、
翻
訳
に
際
し
て
語
句
の
広
が

り
や
方
向
性
な
ど
と
い
う
点
に
及
ぶ
こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

か
ら
、
チ
寺
ヘ
ッ
ト
語
訳
の
利
用
目
的
や
そ
の
意
義
は
お
の
ず
と
限

定
さ
れ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
、
チ
、
ヘ

ッ
ト
語
訳
と
漢
訳
と
の
比
較
に
よ
っ
て
何
か
を
見
よ
う
と
す
る
場

合
、
そ
れ
ぞ
れ
が
基
づ
い
た
原
典
の
系
統
の
違
い
や
増
広
の
度
合

い
、
あ
る
い
は
各
原
典
の
間
に
起
っ
た
か
も
知
れ
な
い
思
想
の
推

移
を
十
分
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
こ

と
は
、
「
如
来
種
」
と
漢
訳
さ
れ
た
語
の
原
意
を
チ
零
ヘ
ッ
ト
語
訳

に
よ
っ
て
確
認
し
、
な
に
が
し
の
こ
と
を
立
論
し
よ
う
と
す
る
こ

と
は
、
か
な
り
の
危
険
を
伴
う
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
『
宝
性
論
』
な
ど
の
よ
う
な
、
或
る
程
度

に
ま
で
成
熟
し
た
主
張
を
も
つ
後
代
の
思
想
に
立
脚
し
て
『
維
摩

経
』
の
「
如
来
種
」
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、
方
法
的
に
安
易
に
過

③

ぎ
、
錯
誤
に
陥
る
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
。
「
宝
性
諭
』
に
は
、

歴
史
的
な
必
然
性
を
も
っ
た
主
張
が
あ
る
筈
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に

『
維
摩
』
『
法
華
』
『
浬
藥
』
な
ど
の
諸
経
の
教
説
が
何
ら
か
の
形

で
扱
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
扱
い
方
が
そ
の
必
然
性
の
支
配
を

受
け
る
こ
と
を
当
然
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に

忠
実
な
引
用
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
思
想
的
に
は
あ
く
ま

で
も
『
宝
性
論
』
の
一
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
諸
経
自
体
の
主

張
す
る
と
こ
ろ
と
は
思
想
的
に
同
質
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で

あ
る
。
『
宝
性
論
』
に
お
け
る
独
自
の
営
為
を
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
仏
性
」
に
関
す
る
思
想
は
、
中
国
お
よ
び
日
本
に
お
い
て
著

し
い
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
展
開
の
跡
を
検
討
す

る
場
合
に
も
、
そ
れ
に
先
立
つ
手
順
と
し
て
、
こ
の
「
如
来
種
」

の
説
に
つ
い
て
或
る
整
理
を
つ
け
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
こ
と
に
晴
唐
以
降
の
諸
宗
の
釈
家
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
し

に
こ
の
「
如
来
種
」
を
「
仏
性
」
に
引
き
寄
せ
て
解
釈
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
浬
樂
経
」
の
影
響
下
に
お
い
て
当
然
あ
り

得
蕊
へ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
『
浬
藥
経
』
を
中
心
に
置
い
て
形
成
さ

れ
た
諸
宗
の
仏
性
義
が
『
維
摩
経
』
を
も
包
ん
で
展
開
し
た
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

『
浬
葉
経
』
の
仏
性
説
に
依
っ
て
『
維
摩
経
』
を
読
み
取
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
『
維
摩
経
』
の
「
如
来
種
」
を
は
じ
め
と
す
る
所
説

が
あ
ら
た
め
て
新
し
い
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
鳩

摩
羅
什
訳
の
『
維
摩
経
』
そ
れ
自
体
が
要
求
す
る
「
如
来
種
」
の
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『
維
摩
経
』
の
前
掲
諸
文
の
「
如
来
種
」
ま
た
は
「
仏
種
」
な
る

語
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
。
ま
ず
、
前
掲
⑤
の
「
仏
種
姓
」
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

「
下
賤
」
と
か
「
生
ま
る
」
と
か
の
語
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
通
り
、

族
姓
・
家
系
・
家
柄
な
ど
と
い
う
程
の
極
め
て
具
体
的
な
、
そ
し

て
社
会
的
な
意
味
を
示
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

④

れ
を
、
先
行
の
支
謙
訳
に
よ
っ
て
見
る
と
、

鄙
肥
の
中
に
入
り
て
、
為
す
に
威
相
を
以
て
し
、
其
の
種
姓

を
厳
る
。
角
．
Ｅ
ふ
圏
ｇ

と
い
う
の
が
へ
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
種
姓
の
意
味

は
や
は
り
什
訳
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

支
謙
訳
は
、
菩
薩
が
積
極
的
に
蹄
み
入
っ
た
鄙
肥
で
の
行
為
を
問

題
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
什
訳
で
は
、
「
下
賎
に
入
る
」
と
い
う

状
態
と
、
仏
の
種
姓
に
生
ま
れ
て
諸
功
徳
を
具
有
し
て
い
る
と
い

う
境
地
と
が
同
時
的
に
重
な
り
合
っ
た
菩
薩
の
あ
り
方
と
し
て
述

理
解
と
質
を
同
じ
く
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
中
国
か
ら

日
本
に
か
け
て
の
仏
性
思
想
の
展
開
史
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る

一
つ
の
手
順
と
し
て
、
い
ま
、
そ
の
あ
た
り
の
事
ど
も
を
一
弊
し

て
お
き
た
い
。

二

⑤

べ
て
い
る
点
に
差
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
幸
い
に
も
、

翻
訳
者
鳩
摩
羅
什
に
よ
る
も
の
と
伝
え
ら
れ
る
こ
の
一
文
に
つ
い

⑥

て
の
注
記
を
『
注
維
摩
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
れ
を

拾
う
と
、什

曰
わ
く
、
仏
の
糎
姓
は
即
ち
是
れ
無
生
忍
な
り
。
是
の
深

忍
を
得
る
を
名
づ
け
て
法
生
と
日
う
。
則
ち
已
に
下
賎
に
超

出
し
て
仏
境
に
入
る
な
り
。
（
日
．
麓
＆
筐
騨
‐
ｇ

と
あ
る
。
ま
た
、
鳩
摩
羅
什
門
下
に
あ
っ
て
、
『
維
摩
経
』
と
の

か
か
わ
り
が
元
来
深
く
、
最
も
よ
く
そ
の
玄
旨
を
把
握
し
た
と
目

さ
れ
た
僧
肇
は
、
ほ
ぼ
同
様
に
、

肇
曰
わ
く
。
無
生
忍
を
得
れ
ば
必
ず
仏
種
を
継
ぎ
て
、
仏
の

種
姓
の
中
に
生
ず
と
名
づ
く
。
宮
路
》
＄
旨
〕
）

と
注
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
種
姓
」
を
族
姓
・
家
系
の
意
と
し

て
捉
え
、
ま
た
菩
薩
の
境
涯
の
問
題
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
先

に
経
文
に
よ
っ
て
見
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
種
姓
」

は
、
成
仏
の
能
力
と
か
可
能
性
と
か
と
は
異
質
で
あ
り
、
ま
し
て

如
来
蔵
思
想
に
つ
な
が
る
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。

⑦

つ
ぎ
に
、
経
文
仰
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
菩
薩
が
仏

道
に
通
達
せ
ん
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
道
を
行
ず
る
こ
と
で

あ
り
、
非
道
を
行
ず
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
通

り
の
、
下
賎
に
入
り
な
が
ら
仏
の
種
姓
の
生
ま
れ
で
あ
る
と
い
う

n”
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こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
「
浬
樂
を
現
じ
て
而
も
生
死
を
断
ぜ
ず
」

（
「
仏
道
品
」
目
匡
“
置
苫
）
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
浬
盤
と
生

死
、
浄
と
微
、
善
と
不
善
と
い
う
如
き
矛
盾
の
相
即
の
上
に
菩
薩

に
と
っ
て
の
仏
道
の
成
就
態
を
見
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
浄
な

る
も
の
、
善
な
る
も
の
は
と
も
か
く
と
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
事
項
が
仏
道
成
就
の
た
め
の
微
な
る
も
の
、
不
善
な
る
も
の

と
い
う
今
へ
き
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ

こ
の
場
合
の
「
種
」
に
つ
い
て
は
こ
こ
だ
け
で
は
考
え
難
い
。
つ

ぎ
の
②
の
経
文
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
㈹
に
相
当
す
る
『
注
維
摩
』
の
注
記
を
見
て
お
く

と
、
鳩
摩
羅
什
は
、

種
と
根
本
と
因
縁
と
は
一
義
な
る
の
み
。
上
に
大
士
類
に
随

い
て
物
を
化
し
、
仏
道
に
通
達
せ
し
む
る
に
因
り
て
、
固
に

知
ん
ぬ
、
積
悪
の
衆
生
、
能
く
道
心
を
発
す
を
。
能
く
道
心

を
発
せ
ぱ
則
ち
是
れ
仏
道
の
因
縁
な
り
。
亦
云
わ
く
、
新
学
、

仏
を
得
ん
と
欲
す
る
に
、
未
だ
仏
因
を
知
ら
ず
。
故
に
其
の

因
を
問
う
な
り
。
（
目
．
認
＆
巴
Ｐ
ｌ
ｇ

と
い
う
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
種
」
を
問
う
こ
と
は
、
仏
果
の
因

を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
菩
提
心
の
発
る
基
盤
・
根
拠
を
問
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
積
悪
の
衆
生
の
可
能
性
を
問
う
と
い
う
よ
り
も
、

仏
道
は
何
を
基
盤
と
し
て
完
成
す
る
か
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
乗
よ
り
も
生
死
の
凡
夫
を
基
盤
と
し
て
そ

れ
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
僧
肇
は
、

既
に
仏
道
の
通
ず
る
所
以
を
弁
ぜ
り
。
ま
た
其
の
道
の
出
ず

る
所
を
問
う
な
り
。
維
摩
・
文
殊
、
迭
り
て
問
答
を
為
す
は
、

物
に
応
じ
て
作
す
な
り
。
…
…
命
宮
ｏ
）

と
注
記
し
て
い
る
。
非
道
が
仏
道
に
通
ず
る
原
理
で
あ
る
こ
と
は

先
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
し
、
い
ま
は
、
や
は
り
、
仏
道
が
成
り

立
ち
得
る
根
拠
・
基
盤
を
問
う
の
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
経
と

し
て
決
定
的
な
主
張
は
文
殊
そ
の
他
の
誰
よ
り
も
、
維
摩
詰
そ
の

人
の
応
答
の
中
で
な
さ
れ
る
の
を
通
例
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

い
ま
は
、
そ
の
根
拠
・
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
効
果
的
な
方
途
と

し
て
、
例
に
従
わ
ず
に
維
摩
詰
が
発
問
に
ま
わ
っ
た
の
だ
と
説
明

し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
道
生
の
注
も
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
八

如
来
の
種
と
は
是
れ
穀
種
に
擬
し
て
言
を
為
る
な
り
。
向
に

は
以
て
衆
悪
、
仏
と
為
す
を
示
し
、
今
は
実
悪
、
種
と
為
す

を
明
か
す
。
故
に
反
問
す
。
（
同
右
）

と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
如
来
種
」
は
五
穀
な
ど
の
種
子
に
な
ぞ
ら

え
て
い
っ
た
も
の
で
、
先
に
は
衆
悪
、
つ
ま
り
非
道
が
仏
道
の
為

に
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
い
ま
は
如
何
な
る
具
体
的

な
悪
が
仏
道
の
種
子
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
釈
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
如
来
種
」
を
穀
種
と
し
て
捉
え
、
生
死
と
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浬
藥
と
が
相
即
す
る
境
地
を
土
壌
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
播
か
れ

る
生
死
中
の
具
体
的
な
不
善
の
あ
り
方
を
仏
道
の
種
子
と
考
え
た

の
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
種
子
」
と
は
い
う
も

の
の
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
衆
悪
の
衆
生
の
成
仏
の
因
と
な
る
と
ま

で
短
絡
さ
せ
た
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
経
文
②
は
、
菩
薩
に
よ
る
仏
道
成
就
の
具
体
的
な
根

拠
も
し
く
は
基
盤
と
な
る
不
善
な
る
も
の
を
列
挙
す
る
の
で
あ
る

が
、
有
身
か
ら
始
め
て
、
増
数
法
に
よ
っ
て
十
不
善
道
ま
で
を
数

え
、
遂
に
は
六
十
二
見
、
一
切
の
煩
悩
を
「
仏
種
」
と
す
る
と

⑧

い
う
。
つ
ま
り
仏
道
は
断
結
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
一
切
の
煩
悩

を
基
盤
と
し
て
そ
こ
に
成
就
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
仏
国
品
」
に
、

衆
生
の
類
、
是
れ
菩
薩
の
仏
土
な
り
。
角
⑳
匡
ふ
窃
幽
）

と
い
い
、
こ
れ
に
相
当
す
る
支
謙
訳
に
、

妓
行
・
喘
息
・
人
物
の
土
、
則
ち
是
れ
菩
薩
の
仏
国
な
り
。

（
目
．
昌
吟
”
印
画
つ
い
）

な
ど
と
い
っ
て
い
る
の
と
摸
を
一
に
し
、
衆
生
の
類
の
あ
り
方
を

具
体
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
有
身
を
種
と
為
す
」
の
句
に

つ
い
て
は
、
鳩
摩
羅
什
と
僧
肇
の
注
を
存
す
る
が
、
前
者
は
、

…
…
身
見
は
我
を
計
し
て
、
楽
を
得
せ
し
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、

則
ち
能
く
善
を
行
う
。
故
に
仏
種
と
為
す
な
り
。
角
．
麓
￥

い
、
］
○
）

と
注
し
て
、
身
見
の
あ
る
と
こ
ろ
に
仏
道
の
端
緒
の
あ
る
こ
と
を

説
き
、
後
者
は
、

有
身
は
身
見
な
り
。
夫
れ
心
に
定
所
な
し
。
物
に
随
い
て
変

ず
。
邪
に
在
り
て
は
邪
、
正
に
在
り
て
は
正
な
り
。
邪
正
殊

な
る
と
雛
も
、
其
の
種
は
異
な
ら
ざ
る
な
り
。
何
と
な
ら
ば
、

邪
を
変
う
れ
ば
正
、
悪
遊
改
む
れ
ば
善
な
り
。
豈
、
邪
に
異

な
る
の
正
、
悪
に
異
な
る
の
善
、
超
然
と
し
て
因
な
く
し
て

忽
爾
と
し
て
自
得
す
る
こ
と
有
ら
ん
や
。
然
れ
ぱ
則
ち
正
は

邪
に
由
り
て
起
り
、
善
は
悪
に
因
り
て
生
ず
。
故
に
日
う
。

衆
結
煩
悩
を
如
来
の
種
と
な
す
な
り
、
と
。
（
同
右
）
↓

と
い
う
。
邪
正
の
本
質
は
同
質
で
あ
る
と
し
、
煩
悩
の
根
本
た
る

有
身
見
を
も
相
待
的
な
も
の
と
見
て
、
む
し
ろ
有
身
見
の
如
き
煩

悩
の
は
た
ら
き
が
、
仏
道
に
と
っ
て
の
根
拠
と
な
る
と
い
う
の
で

一
品
レ
マ
（
》
Ｏ

さ
ら
に
、
「
六
十
二
見
及
び
一
切
の
煩
悩
、
皆
是
れ
仏
種
な
り
」

の
句
に
は
、
僧
肇
と
道
生
の
注
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
僧
肇
は
、

塵
労
の
衆
生
、
即
ち
仏
道
を
成
ず
。
実
に
異
人
の
成
仏
す
る

無
し
。
故
に
是
れ
仏
種
な
り
。
（
窓
腰
）

と
い
っ
て
い
る
。
仏
道
を
成
ず
る
の
は
煩
悩
所
纒
の
衆
生
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
の
塵
労
の
衆
生
以
外
に
成
仏
す
る
者
は
な
い
の
で
あ

qQ
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る
か
ら
、
衆
生
の
塵
労
こ
そ
が
「
仏
種
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
続
い
て
「
仏
道
品
」
に
、
「
若
し
無
為
を
見
て
正

位
に
入
る
者
は
、
復
た
阿
縛
多
羅
三
貌
三
菩
提
心
を
発
す
こ
と
能

わ
ず
」
と
い
う
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
諸
結
を
断
じ
た
声
聞
の
徒
輩

は
仏
道
に
お
い
て
永
絶
す
る
の
に
対
し
て
、
塵
労
の
衆
生
は
そ
の

塵
労
の
故
に
仏
道
に
お
い
て
反
復
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
が
無

上
道
を
志
求
せ
し
め
る
根
拠
と
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
こ
に
菩
薩
に
と
っ
て
の
行
道
の
場
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
い
で
、
道
生
は
こ
の
経
文
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
釈
し
て
い
る
。

夫
れ
大
乗
の
悟
本
は
、
近
く
生
死
を
捨
て
て
遠
く
更
に
之
を

求
む
る
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
斯
れ
為
れ
を
生
死
の
事
の
中
に

在
り
て
即
ち
其
の
実
を
用
い
て
悟
と
為
す
。
筍
も
其
の
事
に

在
り
て
、
其
の
実
を
変
じ
て
悟
の
始
め
と
為
さ
ば
、
豈
、
仏

の
萌
芽
、
生
死
の
事
よ
り
起
る
に
非
ざ
る
や
。
其
の
悟
既
に

長
ず
れ
ば
、
其
の
事
必
ず
巧
あ
り
。
亦
た
是
れ
種
の
義
に
あ

ら
ざ
る
や
。
所
以
に
有
身
よ
り
始
め
て
終
り
一
切
の
煩
悩
に

至
る
は
、
以
て
理
転
た
扶
疎
に
し
て
大
悟
の
実
を
結
ぶ
に
至

る
を
明
か
す
な
り
。
金
罵
Ｐ
）

大
乗
の
仏
道
の
根
本
は
、
生
死
を
捨
て
た
、
遠
く
無
為
の
正
位
を

見
る
と
こ
ろ
に
求
め
得
る
の
で
は
な
く
、
生
死
の
中
に
こ
そ
そ
れ

は
あ
っ
て
、
そ
の
生
死
の
実
質
に
即
し
て
仏
道
は
成
就
す
る
こ
と

を
い
う
の
で
あ
る
と
す
る
。
従
っ
て
、
一
切
の
煩
悩
の
、
そ
の
実

質
が
悟
り
と
な
っ
て
変
現
す
る
と
す
れ
ば
、
仏
の
萌
芽
は
生
死
の

中
に
お
い
て
こ
そ
生
育
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
結
果
と
し

て
の
悟
り
が
殊
勝
で
あ
る
以
上
は
、
生
死
に
そ
の
作
用
が
は
た
ら

い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
生
死
こ
そ
が
「
種
」
と
い

う
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
死
が
如
来
を
生
み
出

す
種
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
生
死
は
、
如
来
の
如
来
た
る
根
拠

を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
仏
道
は
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
つ
こ

と
を
い
う
の
で
あ
る
。
有
身
か
ら
始
め
て
一
切
の
煩
悩
を
数
え
上

げ
る
の
は
、
生
死
の
技
葉
が
茂
る
に
つ
れ
て
大
道
の
果
が
そ
こ
に

結
実
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ

つ
（
》
Ｏ

⑨

つ
い
で
、
経
文
③
に
見
る
と
、
こ
れ
は
一
切
の
煩
悩
こ
そ
が
仏

道
完
成
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
る
一
条
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
は
、
鳩
摩
羅
什
の
注
の
み
が
存
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

衆
生
の
為
に
無
鞁
数
劫
に
煩
悩
を
以
て
身
を
受
け
、
深
く
生

死
に
入
り
て
、
広
く
善
本
を
積
み
、
衆
生
を
兼
済
し
て
、

然
る
後
に
仏
道
を
成
ず
る
こ
と
を
得
。
所
以
に
種
と
為
す
な

り
。
命
罵
巳

と
い
う
。
仏
道
を
成
ず
る
の
は
、
生
死
の
中
で
善
本
を
積
み
、
衆
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生
を
兼
済
す
る
菩
薩
で
あ
っ
て
、
善
本
を
積
み
、
衆
生
を
兼
済
す

る
の
は
衆
生
の
煩
悩
を
身
に
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る

と
い
う
。
煩
悩
こ
そ
が
仏
道
成
就
の
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
‐
一
切
の
煩
悩
が
如
来
の
種
で
あ
る

と
い
う
の
は
、
煩
悩
が
衆
生
に
と
っ
て
の
成
仏
の
種
で
あ
る
と
い

う
よ
り
も
、
菩
薩
が
そ
こ
に
身
を
置
い
て
衆
生
の
煩
悩
を
行
道
の

場
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
煩
悩
は
菩
薩
に
と
っ

て
の
成
仏
の
種
で
あ
る
こ
と
を
直
接
の
論
旨
と
し
て
い
る
の
で
あ

づ
（
句
○

以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
＃
『
維
摩
経
』
の
「
如
来

種
」
は
、
ま
ず
は
仏
道
と
い
う
家
系
・
族
姓
と
い
う
程
の
意
味
を

も
つ
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
『
大
智
度
論
』
に
「
令
仏
種
不
断
」

と
い
う
い
い
方
で
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
の
と
同
軌
で
あ
る

族
姓
な
ど
と
い
う
意
味
合
い
を
保
ち
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
段
階
と
し

て
「
如
来
種
」
は
、
衆
生
そ
の
も
の
を
い
う
の
で
は
な
く
、
衆
生

に
纒
う
一
切
の
煩
悩
を
指
す
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
煩
悩
を
基
盤

と
し
て
菩
提
心
が
起
る
の
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
そ
れ
故
に
煩
悩

が
仏
道
完
成
の
場
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
大
乗
仏
教
の
完
成
は
、
菩
薩
と
凡
夫
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
得

る
の
で
あ
っ
て
、
境
涯
の
決
定
し
た
声
聞
に
は
そ
れ
は
あ
り
得
な

い
こ
と
を
い
う
の
て
あ
る
。
も
し
も
、
菩
薩
を
凡
夫
が
仏
果
に
い

た
る
経
過
態
と
見
る
な
ら
ば
、
つ
ま
り
視
点
を
煩
悩
の
身
た
る
凡

夫
に
置
い
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
の
一
連
の
所
説
は
、
凡
夫
の
成
仏

の
可
能
性
を
説
く
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
は
そ
う
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
菩
薩
と
声
聞
と
の
対
比
が
問
題
な

の
で
あ
っ
て
、
菩
薩
の
行
為
の
拠
所
を
凡
夫
と
の
か
か
わ
り
の
上

に
見
定
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
凡
夫
の
煩
悩
に
、
菩
薩
の
行
為

の
積
極
的
な
意
味
の
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
菩

薩
は
凡
夫
に
道
心
を
喚
起
す
る
の
で
あ
る
が
、
道
心
を
喚
起
す
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
声
聞
に
お
い
て
で
は
な
く
し
て
、
境
涯
の
不

決
定
の
凡
夫
以
外
に
な
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
煩
悩
は
本
質

に
お
い
て
不
確
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
煩
悩
所
纒

の
凡
夫
と
、
諸
結
を
断
じ
た
声
聞
と
が
対
比
さ
れ
、
声
聞
弾
呵
に

重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
無
上
菩
提
は
卑
湿
の

生
死
中
に
開
華
す
る
道
理
が
説
か
れ
、
そ
の
道
理
に
沿
う
こ
と
が

「
如
来
種
」
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
如
来
の
族
姓

に
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
声
聞
は

如
来
の
種
族
に
属
さ
な
い
別
系
統
の
存
在
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「
如
来
種
」
は
、
大
乗
仏
教
が
何
を
包
摂

す
る
か
を
説
く
の
で
あ
っ
て
、
如
来
の
因
と
か
、
成
仏
の
資
質
や

能
力
と
か
を
説
こ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。
発
心
可
能
な
も
の
た
ち
の
家
系
と
い
う
理
解
も
、
後
世
に
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発
達
し
た
思
想
の
雑
え
過
ぎ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

鳩
摩
羅
什
訳
に
「
仏
道
品
一
と
し
、
玄
奨
訳
に
は
「
菩
提
分

品
」
と
称
す
る
の
に
対
し
て
、
支
謙
訳
に
「
如
来
種
品
」
と
い
う

が
、
こ
れ
も
、
後
世
の
関
心
に
基
づ
い
て
、
衆
生
の
資
質
と
し
て

の
「
如
来
種
性
」
と
か
「
如
来
蔵
」
と
か
に
結
び
つ
け
る
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
維
摩
経
』
の
翻
訳
直
後
に
、
そ
の
直
接
の
関
係
者
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
注
解
を
集
め
た
『
注
維
摩
』
に
よ
っ
て
も
、
や

は
り
、
如
来
の
因
と
か
、
凡
夫
の
成
仏
の
能
力
や
可
能
性
と
し
て

「
如
来
種
」
を
理
解
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
什
注
と
肇
注

と
に
比
し
て
、
生
注
は
こ
れ
を
穀
種
に
擬
す
る
な
ど
し
て
、
や
や

⑩

趣
き
を
異
に
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
そ
の
ま
ま
成
仏
の

種
子
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
仏
の
萌
芽
を
断
結
に
見
る

の
で
は
な
く
し
て
生
死
の
中
に
見
る
と
い
う
の
が
経
旨
で
あ
る
と

す
る
解
釈
で
あ
っ
た
。
竺
道
生
と
い
え
ば
、
僧
肇
の
『
維
摩
経
注

解
』
を
見
た
上
で
「
新
異
を
顕
暢
し
た
」
と
伝
え
（
『
出
三
蔵
記
集
』

巻
十
五
、
日
割
“
巨
弓
）
、
ま
た
、
頓
悟
成
仏
義
や
關
提
成
仏
義
に

よ
っ
て
「
天
真
を
発
し
た
」
（
同
上
）
と
評
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

こ
と
に
成
仏
論
、
「
仏
性
」
に
つ
い
て
深
い
関
心
を
示
し
、
ま
た

鋭
い
洞
察
は
世
に
喧
伝
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
著
作
の
年

次
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
洞
察
や
関
心
の
素
地
な
り
と
も
「
如
来

中
国
に
お
け
る
初
期
の
仏
教
界
の
事
情
を
大
局
的
に
捉
え
る
な

ら
ば
、
概
要
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
後
漢
以

降
、
五
胡
・
東
晋
の
時
代
ま
で
は
、
思
想
界
の
主
流
は
「
般
若

種
」
に
関
し
て
示
す
か
と
思
え
ば
、
そ
こ
ま
で
の
姿
勢
は
示
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
、
以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
が
、
『
維
摩
経
』
の
漢
訳

時
、
そ
し
て
こ
の
経
の
本
格
的
な
研
究
が
開
始
さ
れ
た
当
初
に
お

け
る
「
如
来
種
」
の
理
解
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
い
ま
の
「
如
来
種
」
に
つ
い
て
の
理
解
は
中
国
仏

教
に
お
い
て
は
上
述
の
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
は
主
に
『
般
若
経
』
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
中
国

仏
教
初
期
の
思
想
の
基
準
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
や
が
て

「
仏
性
」
と
い
う
新
た
な
観
点
に
立
っ
て
、
凡
夫
の
事
と
し
て
見

直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
見
直
し
は
、
永
ら
く

『
般
若
経
』
『
維
摩
経
』
な
ど
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
て
き
た
「
空
」

の
探
求
の
方
向
を
、
「
悉
有
」
に
転
ず
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
重
大
な
飛
躍
を
要
し
た
筈
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
こ
に
中
国
仏
教
に
お
け
る
思
想
の
葛
藤
の
一
紬
を
看
取
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

’
一
一
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経
』
の
研
究
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
経
の
伝
訳
が
早
く
、
ま

た
重
訳
が
多
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
老
荘
思
想

と
の
関
連
類
似
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。

『
維
摩
経
』
も
ま
た
、
訳
業
が
早
く
よ
り
重
ね
ら
れ
、
同
じ
く
無

執
着
の
空
思
想
を
力
説
す
る
経
典
と
し
て
、
『
般
若
経
』
と
と
も

に
愛
好
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
般
若
経
』
よ
り
も

更
に
端
的
に
大
乗
思
想
を
説
き
、
劇
的
な
構
想
、
大
胆
奔
放
と
も

い
う
毒
へ
き
論
理
を
も
っ
て
、
潤
達
自
在
な
在
家
居
士
の
は
た
ら
き

を
描
写
し
て
い
る
た
め
に
、
清
談
家
を
は
じ
め
広
く
関
心
を
集
め

て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
引
き
替
え
て
、
『
法
華
経
』
は
、

竺
法
護
訳
の
『
正
法
華
経
』
が
あ
っ
た
が
、
仏
教
界
に
お
い
て
は

従
た
る
位
置
に
と
ど
ま
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
訳
文
の
不⑪

充
分
さ
に
よ
る
こ
と
と
、
後
に
僧
叡
や
慧
観
が
指
摘
し
て
い
る
が
、

何
よ
り
も
そ
の
説
相
が
、
『
般
若
経
』
『
維
摩
経
』
と
は
大
き
く
懸

け
離
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
声
聞
作
仏
を

含
む
一
乗
思
想
は
、
三
乗
の
別
を
説
き
、
ま
た
空
思
想
の
高
揚
さ

れ
る
思
潮
の
中
で
は
、
そ
の
意
趣
の
把
捉
が
困
難
と
さ
れ
、
そ
の

講
究
に
不
振
を
招
く
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
正
法
華
経
』

の
漢
訳
か
ら
百
三
十
年
を
経
て
、
『
法
華
経
』
は
「
般
若
』
『
維

摩
』
の
諸
経
と
と
も
に
、
鳩
摩
羅
什
の
重
訳
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

『
法
華
経
』
に
対
す
る
関
心
が
に
わ
か
に
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、

思
想
の
受
容
・
定
着
と
い
う
点
で
は
む
し
ろ
混
乱
が
大
き
か
っ
た
。

盧
山
の
慧
遠
が
、
経
の
翻
訳
者
鳩
摩
羅
什
に
対
し
て
し
き
り
に

書
を
送
り
、
二
乗
作
仏
の
経
説
の
理
解
を
求
め
て
什
に
問
い
質
し

⑫

て
い
る
例
を
見
て
も
混
乱
振
り
は
し
の
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

僧
肇
は
『
注
維
摩
』
に
お
い
て
、
『
維
摩
』
『
法
華
』
の
二
経
の
所

説
の
会
通
を
図
り
、
「
凡
夫
は
仏
法
を
間
か
ば
能
く
無
上
道
心
を

起
し
て
三
宝
を
断
ぜ
ず
。
た
と
い
声
聞
、
身
を
終
る
ま
で
仏
法
の

力
・
無
畏
等
を
聞
く
と
も
永
く
無
上
道
意
を
発
す
こ
と
能
わ
ず
」

（
「
仏
道
品
」
目
匡
》
鯉
害
）
と
い
う
経
文
に
対
し
て
、

：
…
・
法
華
に
云
わ
く
、
二
乗
は
中
ご
ろ
に
止
ま
ら
ぱ
終
に
必

ず
成
仏
す
、
と
。
而
る
を
此
の
経
（
維
摩
）
に
は
根
敗
を
以
て

論
と
為
し
て
復
た
志
求
す
る
こ
と
無
し
と
す
。
…
…
此
の
経

は
将
に
二
乗
の
、
生
死
を
疲
厭
し
て
、
進
向
已
に
息
み
、
無

為
に
潜
隠
し
て
、
縣
縣
と
し
て
長
久
な
る
を
以
て
、
凡
夫
に

方
ぶ
れ
ば
則
ち
永
絶
と
為
さ
ん
。
ま
た
時
聴
を
抑
揚
し
て
小

乗
を
卑
鄙
す
。
至
人
の
殊
応
は
其
の
教
え
一
な
ら
ず
。
故
に

諸
経
を
し
て
不
同
の
説
有
ら
し
む
る
な
り
。
言
．
鵠
＆
縄
”
）

と
い
う
解
釈
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
二
乗
の
成

・
不
成
が
両
経
の
決
定
的
な
対
立
点
で
あ
る
が
、
二
乗
は
生
死
を

厭
っ
て
無
為
に
沈
潜
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
凡
夫
に
比
し
て
む
し

ろ
永
絶
と
説
か
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
『
法
華
』
が
二
乗
作
仏
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を
説
く
の
に
対
し
て
、
『
維
摩
』
に
二
乗
根
敗
と
決
め
つ
け
る
の

は
、
時
の
対
告
衆
に
対
し
て
小
乗
に
堕
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
誠

め
た
の
で
あ
っ
て
、
両
経
の
対
立
は
仏
陀
の
機
に
応
じ
た
説
諭
に

よ
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
般
若
』
『
維
摩
』
が
主
た
る
研
究

課
題
と
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
『
法
華
経
』
の
一
乗
説
す
ら
、

そ
の
対
応
に
か
な
り
の
力
が
注
が
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
し
て
「
如

来
種
」
の
説
を
「
仏
性
」
の
方
向
で
受
容
す
る
こ
と
が
到
底
起
り

得
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
般
若
思
想
と
一
乗
思
想

と
の
統
合
は
、
『
智
度
論
』
が
確
か
な
指
標
と
な
っ
て
徐
々
に
達

成
に
向
う
こ
と
と
な
っ
た
が
、
『
法
華
経
』
そ
れ
自
体
の
本
格
的

な
研
究
は
そ
の
後
の
宗
・
斉
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
い

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
時
代
に
な
っ
て
仏
教
界
の
関
心
の

中
心
は
、
『
法
華
経
』
の
一
乗
説
、
『
泥
桓
経
』
『
浬
藥
経
』
の
仏

性
説
に
移
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
明

解
な
仏
性
思
想
の
導
入
に
よ
る
こ
と
で
あ
っ
た
Ｃ
し
か
し
、
『
法

華
経
』
が
漢
訳
さ
れ
て
僅
か
に
十
年
余
に
し
て
『
泥
疸
経
』
が
伝

訳
せ
ら
れ
、
仏
教
界
に
大
き
な
波
紋
を
起
し
た
。
『
法
華
経
』
の

「
二
乗
作
仏
」
「
万
善
成
仏
」
か
ら
、
一
挙
に
「
一
切
衆
生
悉
有

仏
性
」
へ
と
飛
躍
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
混
乱
は
大
き
か

⑬

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
数
年
を
経
て
、
。
閨
提
成
仏
」
を
説

く
『
浬
藥
経
』
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

「
維
摩
経
』
を
介
し
た
般
若
思
想
・
菩
薩
思
想
は
、
『
般
若
経
』

に
お
け
る
そ
れ
と
と
も
に
、
『
法
華
経
』
に
よ
る
一
乗
思
想
、
そ

し
て
ま
た
『
浬
樂
経
』
に
よ
る
仏
性
思
想
と
、
五
胡
・
東
晋
末
か

ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
二
十
余
年
の
間
に
へ
経
文
の
理
解
受

容
と
い
う
こ
と
を
越
え
て
思
想
と
し
て
対
決
し
た
の
で
あ
っ
た
。

複
雑
な
局
面
を
接
し
て
対
決
す
る
思
想
の
緊
張
は
、
克
服
に
苦
悩

す
べ
き
い
く
っ
か
の
課
題
を
含
み
な
が
ら
、
大
き
な
う
ね
り
を
生

じ
、
思
想
史
の
奔
流
を
勢
い
づ
か
せ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
『
維

摩
経
』
に
説
く
「
如
来
種
」
の
解
釈
は
、
そ
の
よ
う
な
う
ね
り
の

中
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
本
流
に
加
わ
っ
て
仏
性
義
の
先
駆
的
役
割

を
負
う
の
で
あ
る
。
本
来
先
駆
と
は
称
し
得
ら
れ
な
い
課
題
を
先

駆
と
み
な
し
て
ゆ
く
こ
と
は
実
は
思
想
の
問
題
で
あ
る
。
単
な
る

「
浬
渠
経
』
へ
の
依
存
解
釈
で
は
済
ま
さ
れ
ず
、
『
維
摩
経
』
の

読
み
直
し
を
も
要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
整
合
か
会
通
か
克
服
か
、

問
題
が
ど
う
解
決
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
か
を
中
国
仏
教
に
輩
出
し

た
さ
ま
ざ
ま
な
釈
家
に
よ
っ
て
子
細
に
点
検
す
る
こ
と
が
仏
性
思

想
史
の
一
課
題
で
あ
る
。
他
日
を
期
し
た
い
。

イ
ン
ド
に
お
け
る
『
浬
藥
経
』
の
形
成
お
よ
び
そ
の
後
の
増
広

に
あ
た
っ
て
も
、
同
質
の
緊
張
と
苦
悩
が
重
層
し
た
に
相
違
な
い
。

『
浬
藥
経
』
の
み
な
ら
ず
大
乗
経
典
は
挙
げ
て
そ
の
種
の
緊
張
と
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そ
の
克
服
の
立
体
的
な
軌
跡
と
い
え
よ
う
。
も
し
、
安
易
な
用
語

の
比
較
や
図
式
的
な
資
料
の
対
照
羅
列
を
こ
と
と
し
て
は
、
「
豊

か
な
語
学
力
と
科
学
知
識
で
完
全
武
装
さ
れ
た
研
究
書
」
（
本
誌
第

三
七
号
四
八
頁
）
と
い
う
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

註
①
「
非
道
を
行
ず
る
」
の
句
に
つ
い
て
は
、
そ
の
訓
読
に
、
こ
の
経

の
支
謙
訳
・
玄
笑
訳
、
あ
る
い
は
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
と
の
比
較
を
通
し

て
、
大
き
な
問
題
が
見
出
さ
れ
、
論
議
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
当

面
の
主
題
か
ら
逸
れ
る
の
で
、
卑
見
は
別
の
機
を
得
て
述
べ
る
こ
と

と
し
た
い
。

②
そ
の
代
表
的
な
業
績
を
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
高
崎
直
道
『
如
来
蔵

思
想
の
形
成
』
（
第
二
篇
第
二
章
第
二
節
）
、
お
よ
び
、
同
「
如
来
蔵

・
仏
性
思
想
」
（
講
座
『
仏
教
思
想
』
第
三
巻
所
収
、
第
一
部
第
三

章
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

③
『
宝
性
論
』
に
基
づ
い
て
「
維
摩
経
』
の
「
如
来
種
」
を
論
じ
た

も
の
と
し
て
、
前
註
に
掲
げ
た
論
稿
が
指
摘
で
き
る
。

④
支
謙
訳
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
『
維
摩
詰
経
』
は
、
こ
れ
を
す
べ
て

支
謙
に
帰
す
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
り
、
後
の
竺
法

護
の
訳
業
の
関
与
な
ど
も
可
能
性
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、

い
ま
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
什
訳
以
前
の
「
維
摩
経
』
と
い
う
こ
と

で
、
初
期
中
国
仏
教
に
お
け
る
理
解
を
尋
ね
る
唯
一
の
第
一
次
資
料

と
い
う
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

⑤
ち
な
み
に
玄
英
訳
に
よ
る
と
、
「
復
た
卑
賤
の
生
趣
に
現
処
す
と

雌
も
、
而
も
仏
家
の
種
姓
尊
貴
な
る
に
生
じ
、
殊
勝
の
福
慧
の
資
糧

を
積
集
す
」
（
目
．
匡
叩
劃
弓
）
と
見
え
、
「
種
姓
」
の
意
味
は
同
質

と
し
て
も
、
什
訳
よ
り
も
さ
ら
に
進
ん
で
、
現
処
す
る
と
こ
ろ
と
本

来
の
族
姓
と
の
差
を
明
確
に
し
て
い
る
。

⑥
本
来
、
鳩
摩
羅
什
・
僧
肇
・
道
生
の
注
解
が
そ
れ
ぞ
れ
別
行
し
て

い
た
も
の
を
後
人
が
取
捨
合
糠
し
た
の
が
「
注
維
摩
』
で
あ
る
が
、

そ
の
際
の
趣
旨
や
原
則
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
、
三
者
の
注
解
が
質

と
量
と
に
お
い
て
ど
の
程
度
こ
こ
に
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
は
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
各
人
の
見
解
が
適
確
に
こ
こ
に
標
示
さ

れ
て
い
る
と
は
考
え
な
い
方
が
よ
い
が
、
現
存
の
釈
文
の
範
囲
内
で

考
察
を
進
め
る
よ
り
他
は
な
い
の
で
あ
る
。

⑦
こ
の
経
文
の
支
謙
訳
は
什
訳
と
全
同
で
あ
る
。
玄
奨
訳
は
「
何
等

、

を
か
名
づ
け
て
如
来
の
種
性
と
為
す
」
と
す
る
。
（
目
．
匡
亜
司
弓
）

③
有
身
か
ら
十
不
善
道
ま
で
を
掲
げ
、
こ
れ
を
「
種
と
為
す
」
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
支
謙
訳
も
什
訳
に
等
し
い
が
、
「
六
十
二
見
及

び
一
切
の
煩
悩
」
の
一
句
は
支
謙
訳
に
は
な
い
。
玄
英
訳
は
、
項
目

、
、

の
立
て
方
は
す
。
へ
て
什
訳
に
一
致
す
る
が
、
「
一
切
の
偽
身
の
種
姓

は
是
れ
如
来
の
種
姓
な
り
。
…
：
．
六
十
二
見
、
一
切
の
煩
悩
、
悪
不

、
、

善
の
法
、
あ
ら
ゆ
る
種
姓
は
是
れ
如
来
の
種
姓
な
り
」
（
目
．
匡
ふ
計

？
。
）
と
し
、
煩
悩
と
い
う
族
姓
が
実
は
如
来
の
族
姓
で
あ
る
こ
と

を
他
の
二
訳
よ
り
も
一
層
明
確
に
し
て
い
る
。

⑨
こ
の
句
の
支
謙
訳
は
、
．
切
の
煩
悩
」
と
い
う
の
を
「
一
切
の

塵
労
の
嶢
」
と
す
る
の
み
で
（
目
．
匡
醍
紹
需
）
、
内
容
上
に
差
異
は

な
い
。
ま
た
、
つ
ぎ
の
経
文
⑳
に
つ
い
て
は
、
支
謙
訳
も
什
訳
も
同

じ
で
あ
る
。
玄
英
訳
は
、
前
述
の
通
り
、
．
切
の
煩
悩
」
「
一
切

、
、

の
塵
労
の
晴
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
．
切
の
生
死
、
煩
悩
の
種
性

は

（
胃
．
匡
由
計
ｏ
）
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴
を
見
詔
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な
お
、
こ
の
側
に
は
、
『
注
維
摩
』
に
は
注
意
す
。
へ
き
注
は
残
さ
れ

て
は
い
な
い
。

⑩
道
生
と
他
の
二
者
と
の
表
現
の
違
い
、
そ
れ
の
基
づ
く
発
想
の
差

に
つ
い
て
は
、
他
の
局
面
を
も
含
め
て
別
の
機
会
に
考
察
を
加
え
た

い
。

⑪
僧
叡
の
「
法
華
経
後
序
」
、
慧
観
の
「
法
華
宗
要
序
」
（
い
ず
れ
も

『
出
三
蔵
記
集
』
巻
八
所
収
、
日
割
＆
弓
‐
。
）
に
述
等
へ
ら
れ
て
い

マ
〔
轡
◎

⑫
両
者
の
往
復
書
簡
を
以
て
構
成
さ
れ
て
い
る
『
大
乗
大
義
章
』
（
「
鳩

摩
羅
什
法
師
大
義
』
、
門
．
鼠
）
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑬
そ
の
時
の
拒
絶
反
応
と
混
乱
振
り
、
そ
し
て
そ
の
収
束
を
図
る
会

通
の
努
力
は
、
手
近
か
な
と
こ
ろ
で
は
僧
叡
の
「
職
疑
』
（
『
出
三
蔵

記
集
』
巻
五
所
収
）
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
概
要

に
つ
い
て
、
か
っ
て
拙
稿
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
一
關
提
思
想
の
受

容
」
（
『
大
谷
学
報
」
五
二
’
一
）
に
い
さ
さ
か
の
関
説
を
試
み
た
こ

と
が
あ
る
。
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