
本
誌
の
第
二
十
八
号
に
「
初
期
佛
教
に
お
け
る
縁
起
説
の
位
置
づ
け
Ｉ
三
枝
教
授
の
批
判
に
答
え
る
Ｉ
」
を
発
表
し
て
か
ら
、
四

年
以
上
の
歳
月
が
経
過
し
た
が
、
そ
の
間
に
中
外
日
報
新
聞
を
舞
台
と
し
て
、
更
に
宮
地
廓
慧
氏
を
も
巻
き
込
ん
で
、
激
し
い
縁
起
論
争

が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
縁
起
論
争
を
通
し
て
明
か
に
な
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
原
始
佛
教
の
段
階
で
い
わ
ゆ
る
コ
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」

を
認
め
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
多
く
の
学
者
は
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
否
定
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
私
が
中
外
日
報
新
聞
に
書

い
た
こ
と
と
幾
ら
か
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
私
の
考
え
を
纒
め
て
記
す
こ
と
と
す
る
。

「
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
有
情
数
縁
起
」
と
並
寺
へ
て
、
「
縁
起
に
二
種
あ
り
」
と
し
て
、
故
赤
沼
教
授
が
用
い
ら

れ
た
言
葉
で
あ
る
。
「
一
切
法
因
縁
生
」
と
は
、
「
迷
い
の
生
に
あ
っ
て
は
、
す
べ
て
は
種
々
様
々
な
条
件
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て

存
在
す
る
も
の
、
即
ち
条
件
に
依
存
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
条
件
を
離
れ
て
、
条
件
と
無
関
係
に
存
在
す
る
も
の
は
一
つ
省
な
い
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
を
説
く
縁
起
説
を
「
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
‐
‐
「
有
情
数
縁
起
」
と
は
、
「
有

情
が
迷
い
の
世
界
に
流
転
す
る
、
そ
の
流
転
の
す
が
た
を
説
く
縁
起
説
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
初
期
佛
教
に
お
け
る
縁
起
説
に
は
こ

の
二
種
類
が
あ
る
、
と
す
る
の
が
赤
沼
教
授
の
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
種
類
の
縁
起
説
を
比
較
し
て
み
て
、
最
も
顕
著
な
相
異
は
、
有
情

二
切
法
因
縁
唯
の
縁
起
」
を
め
ぐ
っ
て

一
問
題
の
所
在

舟

橋
一
哉
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数
縁
起
で
は
そ
の
逆
観
が
そ
の
ま
ま
実
践
の
道
を
示
し
て
い
る
の
に
、
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
で
は
、
順
観
も
逆
観
も
そ
の
表
わ
す
意
味

は
全
く
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
で
は
、
Ａ
が
あ
る
か
ら
Ｂ
が
あ
る
と
言
っ
て
も
、
Ａ
が
な
い

か
ら
Ｂ
が
な
い
と
言
っ
て
も
、
そ
の
表
わ
す
意
味
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
「
だ
か
ら
Ｂ
は
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
が
、

有
情
数
縁
起
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
あ
る
こ
と
は
、
迷
い
の
世
界
を
示
し
、
Ａ
と
Ｂ
の
無
い
こ
と
は
、
悟
り
の
世
界
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
赤
沼
教
授
は
、
十
二
縁
起
説
を
初
め
、
そ
の
他
の
形
の
こ
れ
に
類
す
る
も
ろ
も
ろ
の
縁
起
説
は
す
雫
へ
て
「
有
情
数
縁
起
」
‐
に
属
せ

し
め
、
「
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
、
と
考
え
た
。
そ
れ
で
は
．
‐
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
は
原
始
経
典
の
ど
こ
に

説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
と
言
え
ば
、
明
瞭
な
か
た
ち
で
は
ど
こ
に
も
説
か
れ
て
い
な
い
、
た
だ
原
始
経
典
全
体
を
通
し
て
、
そ
の

趣
旨
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
赤
沼
教
授
の
説
で
は
、
「
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
は
甚
だ
影
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
こ
の
ま
ま
で
は
容
認
で
き

な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
有
情
が
生
死
に
流
転
す
る
そ
の
流
転
の
す
が
た
を
説
く
だ
け
が
、
縁
起
説
の
表
わ
す
意
味
の
す
べ
て
で
あ

っ
て
、
．
切
法
因
縁
生
」
と
い
う
こ
と
は
「
縁
起
説
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
、
と
す
る
の
も
適
当
で
は
な
い
。
そ
れ
で
私
は
、
「
一
切

法
因
縁
生
」
と
「
有
情
数
縁
起
」
と
は
「
縁
起
説
」
の
有
す
る
二
つ
の
面
で
あ
り
、
二
つ
の
意
味
で
あ
っ
て
、
初
期
佛
教
に
お
い
て
「
縁

起
説
」
と
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
十
二
縁
起
説
及
び
こ
れ
に
類
す
る
縁
起
説
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
縁
起
説
の
表
わ
す
意
味
は
、
一
応
こ
の

よ
う
に
二
つ
に
分
け
て
理
解
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
、
と
考
え
た
。

こ
こ
で
は
っ
き
り
言
う
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
私
は
、
「
一
切
法
因
縁
生
」
と
か
「
有
情
数
縁
起
」
と
か
、
そ
う
い
う
言
葉
が
初
期
の

佛
教
に
お
い
て
使
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
「
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
一
切
法
因
縁

生
の
縁
起
説
で
あ
る
」
と
か
「
有
情
数
縁
起
説
で
あ
る
」
と
か
、
二
経
典
の
上
に
明
記
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
は
さ
ら
さ
ら
な
い
・

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
私
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
の
・
よ
う
に
誤
解
し
て
「
原
始
経
典
の
何
処
に
も
ヨ
切
法
因

縁
生
』
と
い
う
『
縁
起
』
は
一
度
だ
っ
て
説
か
れ
た
こ
と
は
な
い
」
と
言
っ
て
、
私
に
対
し
て
反
論
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
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宇
井
博
士
の
「
佛
教
思
想
研
究
」
は
、
一
連
の
「
印
度
哲
学
研
究
」
が
出
て
か
ら
、
そ
の
後
で
そ
れ
ら
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
体
系
的

に
纒
め
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
博
士
の
最
終
的
な
考
え
を
述
雲
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が
、
そ

の
中
で
「
根
本
佛
教
の
縁
起
説
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
‐

「
十
二
支
を
数
え
た
の
も
、
、
全
く
こ
れ
日
常
生
存
を
細
に
分
け
て
数
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
十
二
支
で
日
常
生
存
を
尽
し
て
い
る
と
見

な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
五
瀬
と
分
け
た
の
と
全
く
異
な
ら
ぬ
も
の
を
指
し
て
い
る
に
外
な
ら
ぬ
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

佛
教
の
関
心
事
は
、
全
く
庫
然
と
し
て
統
一
あ
る
日
常
生
存
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
人
間
中
心
の
日
常

生
存
を
、
五
つ
の
も
の
の
積
集
と
説
い
た
り
、
十
二
支
よ
り
成
る
と
述
べ
た
り
、
場
合
ま
た
必
要
に
応
じ
て
、
説
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

十
二
支
も
全
く
心
身
環
境
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
．
…
：
各
支
は
決
し
て
固
定
し
て
い
る
と
な
す
の
で
は
な
く
、
全
く
関
係
上
に
現
わ
れ

て
い
る
に
外
な
ら
狙
と
見
る
見
方
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
…
…
十
二
支
二
を
固
定
的
に
見
ず
に
、
全
く
関
係
上
に
現
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ
っ
て
、
私
と
し
て
は
甚
だ
迷
惑
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
私
の
考
え
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
赤
沼
教
授
の
説
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
更
に
そ
の
上
に
教
授
の

説
の
不
備
な
点
を
是
正
し
た
、
そ
う
い
う
意
味
で
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
自
負
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
大
き

な
椎
組
み
は
、
実
は
宇
井
伯
寿
博
士
が
五
十
年
以
上
も
前
に
す
で
に
仰
し
や
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
初
め
て
気

づ
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
博
士
は
、
赤
沼
教
授
の
よ
う
に
．
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と
「
有
情
数
縁
起
」
と
に
分
け
て
理
解
す
る
、
と

い
う
こ
と
を
な
さ
ら
な
い
で
、
一
つ
の
縁
起
説
と
し
て
理
解
し
て
は
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
縁
起
説
に
、
有
情
が
生
死
に
流
転
す
る

そ
の
流
転
の
す
が
た
を
説
く
一
面
（
有
情
数
縁
起
）
、
一
切
法
が
因
縁
生
で
あ
る
こ
と
を
説
く
一
面
と
、
そ
の
両
面
が
あ
る
こ
と
を
、
は
っ

き
り
認
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
改
め
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。

二
宇
井
伯
寿
博
士
の
説

３



と
な
す
見
方
は
、
す
尋
へ
て
を
無
我
と
し
て
見
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
」
（
同
書
八
○
頁
以
下
）

次
に
「
印
度
哲
学
研
究
第
二
」
所
収
の
「
十
二
因
縁
の
解
釈
ｌ
縁
起
説
の
意
義
」
か
ら
二
、
三
の
文
章
を
引
用
し
て
み
る
。

「
十
二
支
に
つ
い
て
す
寺
へ
て
が
相
依
相
関
で
あ
る
と
い
え
ば
、
世
界
の
も
の
は
す
雫
へ
て
相
依
相
関
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
、

と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
に
な
る
の
は
、
蓋
し
必
然
的
で
あ
る
。
但
し
、
前
に
も
言
う
た
如
く
、
根
本
佛
教
で
は
、
吾
々
の
身
心
の
こ
と
を

世
界
と
も
宇
宙
と
も
人
生
と
も
な
す
の
で
あ
っ
て
、
．
：
…
」
（
三
一
二
頁
）

宇
井
博
士
は
、
根
本
佛
教
の
縁
起
説
を
解
釈
す
る
の
に
相
依
相
関
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
来
て
、
こ
れ
こ
そ
が
根
本
佛
教
の
縁
起
説

の
特
色
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ら
れ
た
が
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
博
士
の
勇
み
足
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
解
釈
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
実
は
大
乗
佛
教
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
も
中
観
派
に
お
い
て
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も

こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
博
士
の
文
章
の
中
で
、
「
相
依
相
関
」
と
い
う
言
葉
を
「
何
も
の
か
に
依
っ
て
存
在
す
る
と
い
う
関
係
的
存
在
」

と
い
う
言
葉
に
置
き
か
え
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
ま
ま
で
根
本
佛
教
の
縁
起
説
を
正
し
く
理
解
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宇
井

博
士
の
文
章
を
も
う
一
つ
引
用
し
よ
う
。

「
以
上
論
じ
た
三
項
（
即
ち
無
常
と
苦
と
無
我
Ｉ
筆
者
）
の
表
わ
す
趣
意
は
、
明
か
に
前
に
言
う
た
縁
起
説
の
示
す
趣
意
と
同
一
幟

と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
…
…
即
ち
こ
の
説
は
、
直
ち
に
こ
れ
諸
法
無
我
説
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
縁
起
し
た
る
も
の
は
す

べ
て
有
為
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
勿
論
す
簿
へ
て
無
常
な
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
無
我
・
無
常
な
ら
ば
す
尋
へ
て
苦
な
る
も
の
で
あ
る
。
．
：
：
．

十
二
支
の
二
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
縁
起
し
た
る
法
は
、
す
雫
へ
て
無
常
・
有
為
で
あ
り
、
縁
起
し
た
る
も
の
で
あ
り
、
滅
尽
の
法
で
あ
り
、

敗
壊
の
法
で
あ
り
、
離
負
の
法
で
あ
り
、
減
の
法
で
あ
る
、
と
言
わ
る
る
の
は
、
明
か
に
か
く
の
如
き
意
味
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
も
の

れ
て
あ
る
栂

で
あ
る
。
」
（
同
書
三
二
七
’
八
頁
）

「
印
度
哲
学
史
」
に
も
、
洞「
根
本
佛
教
の
学
説
」
を
説
く
中
で
、
「
縁
起
説
」
と
い
う
一
項
を
設
け
て
、
同
じ
趣
旨
の
こ
と
が
述
べ
ら
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「
諸
行
無
常
・
一
切
皆
苦
・
諸
法
無
我
の
示
す
と
こ
ろ
は
、
そ
の
ま
ま
縁
起
説
の
表
わ
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
色
を
示
す
も
の
で
言
え

ば
、
諸
法
無
我
の
趣
意
は
縁
起
説
の
趣
意
で
あ
り
、
根
本
佛
教
の
根
本
思
想
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
九
一
頁
）

以
上
列
挙
し
た
宇
井
博
士
の
文
章
は
、
有
情
が
生
死
に
流
転
す
る
、
そ
の
流
転
の
す
が
た
を
説
い
た
も
の
と
し
て
の
縁
起
説
を
説
明
し

て
い
る
文
章
で
は
な
い
。
即
ち
赤
沼
教
授
の
言
う
「
有
情
数
縁
起
」
と
し
て
の
縁
起
説
を
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
迷
い
の
生
に
あ

っ
て
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
条
件
に
依
っ
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
関
係
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
く
と
こ
ろ
の
縁
起
説
、
即
ち
赤
沼
教

授
の
言
う
．
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
の
説
明
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
宇
井
博
士
は
、
縁
起
説
に
二
つ
の

面
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
て
お
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
れ
に
．
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と
か
「
有

情
数
縁
起
」
と
か
い
う
よ
う
な
名
称
を
つ
け
て
区
別
せ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
名
称
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
両
者
の
区
別
が
は
っ
き
り
す
る
か
ら
、
そ
う
し
た
方
が
理
解
し
易
い
と
考
え
て
い
る
。

以
上
、
宇
井
博
士
が
、
原
始
佛
教
の
範
囲
内
で
、
十
二
縁
起
説
に
い
わ
ゆ
る
「
一
切
法
因
縁
生
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
認

め
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
見
て
来
た
が
、
し
か
し
こ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
宇
井
博
士
の
御
意
見
で
あ
っ
て
、
何
を
根
拠
に
し
て
こ
の
よ
う
に
見
“

な
く
て
は
な
ら
な
い
か
と
い
う
、
そ
の
根
拠
は
明
瞭
な
形
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
次
に
そ
の
根
拠
と
し
て
二
つ
の
文
献

を
提
出
す
る
こ
と
に
す
る
。
一
つ
は
。
〈
－
リ
相
応
部
一
二
・
一
五
で
あ
る
。
必
要
な
部
分
だ
け
を
引
用
す
る
な
ら
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
実
に
迦
栴
延
よ
、
こ
の
世
間
は
大
部
分
の
も
の
が
両
方
〔
の
何
れ
か
〕
に
依
止
し
て
い
る
。
〔
即
ち
〕
有
る
と
い
う
こ
と
と
、

及
び
無
い
と
い
う
こ
と
と
で
あ
る
。
実
に
迦
旛
延
よ
、
世
間
の
集
起
を
如
実
に
正
慧
を
も
っ
て
見
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
世
間
に

つ
い
て
『
無
い
』
と
い
う
こ
と
は
全
く
存
在
し
な
い
。
実
に
迦
施
延
よ
、
世
間
の
減
を
如
実
に
正
慧
を
も
っ
て
見
て
い
る
者
に
と
っ

て
は
、
世
間
に
つ
い
て
『
有
る
』
と
い
う
こ
と
は
全
く
存
在
し
な
い
。
…
…

三
阿
含
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
．
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
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、
、
、

、
、
、

こ
の
経
典
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
「
す
べ
て
（
の
：
冨
昌
一
切
）
は
存
在
す
る
」
と
見
る
の
も
、
「
す
べ
て
は
存
在
し
な
い
」
と
見
る
の
も
、

と
も
に
極
端
な
考
え
方
（
§
冨
辺
）
で
あ
っ
て
、
十
二
縁
起
説
は
そ
れ
ら
両
極
端
（
二
辺
）
を
離
れ
た
中
道
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
っ
て
、

。
〈
－
リ
語
の
経
典
に
は
「
中
道
」
の
「
道
」
の
字
は
な
い
が
、
漢
訳
相
当
経
（
雑
阿
含
経
二
一
、
大
・
二
・
八
五
Ｃ
）
に
は
「
中
道
」
と
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

こ
れ
に
よ
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
十
二
縁
起
説
は
、
一
切
法
の
あ
り
方
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、

「
人
間
い
か
に
生
き
る
や
へ
き
で
あ
る
か
」
と
い
う
人
生
の
生
き
方
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
ゞ
即
ち
、
も
の
の
見
方

を
説
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
生
の
生
き
方
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
こ
こ
に
は
「
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
が
説
か
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
有
情
数
縁
起
」
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
「
す
べ
て
は
存
在
す
る
」
と
い
う
「
有
の
見
」
と
、
「
す
雫
へ
て
は
存
在

し
な
い
」
と
い
う
「
無
の
見
」
と
、
こ
れ
ら
両
方
の
極
端
な
考
え
方
を
離
れ
た
こ
の
中
道
的
な
考
え
方
は
、
そ
の
ま
ま
「
す
、
へ
て
は
変
化

し
つ
つ
相
続
す
る
」
と
い
う
考
え
方
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
変
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
「
有
の
見
」
を
否
定
し
、
「
相
続
す

る
」
と
い
う
こ
と
で
「
無
の
見
」
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
す
べ
て
は
変
化
し
つ
つ
相
続
す
る
」
と
い
う
こ
の
よ
う
な

考
え
方
を
、
「
諸
行
無
常
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
無
常
」
の
論
理
的
根
拠
は
「
縁
起
」
で
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

も
う
一
つ
の
文
献
上
の
根
拠
は
、
文
字
通
り
「
無
常
」
の
論
理
的
根
拠
は
「
縁
起
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、

そ
れ
は
、
阿
含
・
ニ
カ
ー
ャ
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
無
常
」
と
「
有
為
」
と
「
縁
已
生
」
と
が
、
同
義
語
と
し
て
並
べ
て
説
か
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
縁
已
生
」
と
は
「
縁
り
て
起
れ
る
も
の
」
を
表
わ
す
圃
琶
○
○
口
‐
３
日
目
ｇ
ロ
ロ
２
冒
胃
詳
冨
‐
３
日
具
冨
ロ
ロ
四

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
過
去
受
動
分
詞
で
あ
る
が
、
‐
こ
れ
を
こ
の
ま
ま
名
詞
に
す
れ
ば
「
縁
起
」
（
彊
胃
８
‐
切
騨
目
匡
眉
目
煙
も
３
画
ｑ
い
‐
い
“
日
貝
‐

獄
§
）
と
な
る
か
ら
、
￥
「
縁
起
」
の
道
理
に
従
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
が
「
縁
已
生
」
で
あ
り
、
そ
の
「
縁
已
生
」
が
「
無
常
」
の

実
に
迦
旛
延
よ
、
『
す
、
へ
て
は
有
る
』
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
一
つ
の
極
端
で
あ
る
。
『
す
べ
て
は
無
い
』
と
い
う
の
は
、
こ
れ
６

は
第
二
の
極
端
で
あ
る
。
迦
旛
延
よ
、
如
来
は
こ
の
よ
う
な
そ
の
両
極
端
を
離
れ
て
、
中
に
よ
っ
て
法
を
説
く
。
無
明
に
縁
り
て
行

は
第
二
の
極
端
で
あ
る
。
迦
喘

が
あ
る
…
…
（
以
下
十
二
縁
起
）
’



以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
初
期
佛
教
に
お
い
て
Ｉ
そ
れ
は
多
分
極
め
て
初
期
の
時
代
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
ｌ
と
に
か
く
現
存
の

阿
含
・
’
一
カ
ー
ャ
の
中
に
、
縁
起
説
の
も
つ
一
面
と
し
て
、
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
が
説
か
れ
て
い
た
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
。
そ
し
て

こ
の
場
合
の
縁
起
説
は
、
完
成
さ
れ
た
形
と
し
て
は
十
二
縁
起
説
で
あ
る
こ
と
も
明
瞭
に
な
っ
た
。
し
か
し
縁
起
説
と
し
て
は
、
ど
↑
こ
ま

で
も
い
わ
ゆ
る
「
有
情
数
縁
起
」
の
方
が
主
で
あ
っ
て
、
「
一
切
法
因
縁
生
」
の
方
は
従
で
あ
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
ア

ビ
ダ
ル
マ
佛
教
に
な
る
と
、
そ
の
従
の
位
置
に
あ
っ
た
一
切
法
因
縁
生
が
、
縁
起
説
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
「
縁
起
説
」
と
言
え
ば
専
ら

有
情
数
縁
起
だ
け
に
限
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
南
伝
佛
教
で
も
北
伝
佛
教
で
も
同
じ
で
あ
る
。

ま
ず
北
伝
佛
教
の
方
か
ら
見
て
い
く
な
ら
ば
、
そ
の
代
表
と
し
て
倶
舎
論
を
と
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
本
来
な
ら
ば
六
足
論
・
発
智

論
を
第
一
に
と
り
上
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
論
に
お
け
る
論
述
の
仕
方
は
断
片
的
で
あ
り
統
一
を
欠
い
て
い
て
、

そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
佛
教
の
教
義
を
体
系
的
組
織
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
で
方
法
論
と
し
て
は
最
上
で
は

な
い
が
、
し
か
し
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
六
足
・
発
智
も
多
分
同
じ
考
え
に
立
つ
も
の
“
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
て
、
敢
て
倶
舎
論
を
と
り

同
義
語
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
こ
う
い
う
こ
と
が
経
典
の
中
で
説
か
別
た
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
「
無
常
」
の

論
理
的
根
拠
は
「
縁
起
」
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
縁
起
説
を
、
私
は

赤
沼
教
授
に
倣
っ
て
．
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

倶
舎
論
で
、
一
切
法
が
因
縁
生
で
あ
る
こ
と
は
何
処
に
説
か
れ
て
い
る
か
、
と
い
え
ば
、
根
品
で
六
因
・
四
緑
・
五
果
が
説
か
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
一
切
世
間
は
唯
だ
上
に
説
く
と
こ
ろ
の
如
き
諸
の
因
と
諸
の
縁
と
よ
り
起
る
と
こ
ろ
な
り
」
、
（
冠
導
本
七
・
六
ａ
）

と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
二
切
世
間
」
と
は
迷
い
の
生
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
五
箙
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
・
て

上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

四
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
に
お
け
る
縁
起
説
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「
上
に
説
く
と
こ
ろ
の
如
き
諸
の
因
と
諸
の
縁
」
と
い
う
の
は
、
六
因
・
四
縁
を
指
す
。
従
っ
て
六
因
・
四
縁
・
五
果
が
説
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
は
「
縁
起
」
と
い
う
語
は
全
く
使
わ
れ
て
い

な
い
。
た
だ
「
一
切
法
が
因
縁
生
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
く
だ
け
で
、
「
縁
起
」
と
は
何
の
関
係
も
な
い
。

「
縁
起
」
を
「
相
依
相
待
」
で
も
っ
て
説
明
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
大
乗
佛
教
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
も
中
観
派
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、

原
始
佛
教
に
ま
で
遡
っ
て
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
適
用
す
る
の
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
言
っ
た
が
、
し
か
し
「
縁
起
」
が
「
無
常
」
や

「
無
我
」
の
論
理
的
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
「
縁
起
」
は
、
「
相
依
相
待
」
を
も
っ
て
解
釈
せ
ら

れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
中
観
派
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
採
用
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
倶
舎
論
に
お
い
て
は
、
「
相
依
相
待
」
と
い
う
こ
と
は
何
処
に
説
か
れ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、

こ
れ
ま
た
根
品
の
六
因
・
四
縁
・
五
果
を
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
六
因
の
倶
有
因
を
説
く
と
こ
ろ
で
、
世
親
は
有
部
の
正
統
説
で
あ

る
同
一
果
倶
有
因
の
説
を
捨
て
て
、
互
為
果
倶
有
因
の
説
を
建
て
て
い
る
。
互
為
果
倶
有
因
と
は
、
二
つ
の
法
が
互
い
に
因
と
な
り
互
い

に
果
と
な
る
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
と
き
、
片
方
を
倶
有
因
と
す
れ
ば
他
方
は
士
用
果
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
因
果

関
係
は
あ
る
特
定
の
法
と
法
と
の
間
に
お
け
る
関
係
で
あ
っ
て
、
一
切
法
に
つ
い
て
言
う
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
こ
に
説
か
れ
て
い

る
こ
と
は
ま
さ
し
く
「
相
依
相
待
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
相
依
相
待
」
が
「
縁
起
」
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
中
観
派
の
理
解
に
従
え
ば
、

倶
舎
論
で
は
へ
六
因
・
四
縁
・
五
果
が
説
か
れ
る
中
で
、
「
縁
起
」
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
「
縁
起
」
と

い
う
言
葉
は
一
度
も
使
わ
れ
て
は
い
な
い
。
「
縁
起
」
の
表
わ
す
意
味
は
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
「
縁
起
」
と
は
言
う
て
い
な
い
の

そ
れ
で
は
倶
舎
論
で
は
何
を
「
縁
起
」
と
言
う
て
い
る
の
か
、
と
い
う
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
有
情
数
縁
起
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
説

く
の
は
世
間
品
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
縁
起
」
の
語
義
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
倶
舎
論
で
は
．
切
法
因
縁
生
」
の
意
味

は
説
か
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
「
縁
起
」
と
は
言
う
て
い
な
い
、
「
縁
起
」
と
言
え
ば
専
ら
有
情
数
縁
起
の
み
を
指
す
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
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次
に
南
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
分
別
論
（
く
ぎ
冒
侭
四
）
の
中
で
縁
起
を
取
り
扱
っ

て
い
る
の
は
、
そ
の
縁
相
（
息
。
８
勧
圃
目
）
分
別
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
の
は
有
情
数
縁
起
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
一
切

法
因
縁
生
と
い
う
こ
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
縁
相
分
別
以
外
に
、
一
切
法
因
縁
生
の
意
味
を
説
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
か
と

い
う
と
、
明
瞭
な
形
で
説
い
て
い
る
よ
う
な
箇
所
は
見
当
ら
な
い
。
北
伝
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
、
六
因
・
四
緑
・
五
果
を
説
く
と
こ
ろ
に
、

一
切
法
因
縁
生
の
意
味
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
が
、
‐
南
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
六
因
・
四
縁
に
相
当
す
る
も
の
は
二
十
四
縁
で
あ

る
。
そ
の
二
十
四
縁
を
説
く
ア
ビ
ダ
ル
マ
は
発
趣
論
（
圃
茸
鼠
目
）
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
発
趣
論
に
お
い
て
、
「
二
十
四
縁
に
よ
っ
て
一

切
法
因
縁
生
の
意
味
が
明
か
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
文
章
は
見
当
ら
な
い
。
見
当
ら
な
い
が
、
も
と
も
と
二
十
四
縁
と

い
う
の
は
、
考
え
ら
れ
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る
因
果
関
係
を
と
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
二
十
四
に
分
類
し
て
羅
列
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
ｌ
そ

の
中
に
は
相
依
相
待
を
説
く
相
互
縁
も
含
ま
れ
て
い
る
ｌ
、
こ
こ
に
。
切
法
因
縁
生
」
の
意
味
を
汲
み
と
る
こ
と
は
、
で
き
な
い
こ
と

つ．

C
O

に
な
る
。

で
は
な
い
。

南
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
、
十
二
縁
起
と
二
十
四
縁
と
を
並
列
的
に
説
い
て
い
る
の
は
、
時
代
は
更
に
下
る
が
摂
阿
毘
達
磨
義
論

震
ｇ
昼
冨
ヨ
ョ
曾
茸
目
‐
、
自
彊
富
）
で
あ
る
。
そ
の
摂
縁
分
別
（
罰
。
８
首
‐
ぬ
営
唱
盲
‐
く
ぎ
目
盟
）
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

「
或
る
有
為
の
諸
法
に
対
し
て
、
或
る
諸
法
が
、
或
る
様
態
を
以
て
、
縁
で
あ
る
と
き
、

〔
私
は
〕
そ
の
こ
と
を
、
今
こ
こ
に
相
応
わ
し
い
よ
う
に
説
こ
う
。

倶
舎
論
九
品
中
、
最
後
の
破
我
品
は
附
録
と
見
て
こ
れ
を
除
外
し
、
前
八
品
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
初
め
の
界
・
根
二
品
は
「
も
の

の
見
方
」
を
説
く
。
次
の
世
間
品
か
ら
以
後
は
「
人
生
の
生
き
方
」
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
二
切
法
因
縁
生
」
と
い
う
こ
と
は
「
も
の

の
見
方
」
に
属
す
る
か
ら
、
根
品
で
説
か
れ
、
「
有
情
数
縁
起
」
は
「
人
生
の
生
き
方
」
に
属
す
る
か
ら
、
世
間
品
で
説
か
れ
た
の
で
あ

9



以
上
、
北
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
も
南
伝
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
も
、
「
縁
起
」
と
言
え
ば
十
二
縁
起
に
限
る
の
で
あ
っ
て
、
六
因
・
四
緑
や
二
十

四
縁
は
「
縁
起
」
‐
と
は
言
わ
な
い
こ
と
が
明
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
原
始
佛
教
に
お
い
て
も
、
「
縁
起
」
と
言
え
ば
有
情
数
縁
起

が
中
心
で
あ
っ
て
、
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
は
明
瞭
な
形
で
は
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
時
代
に
な
っ
て
、

佛
教
の
教
義
が
組
織
・
整
頓
さ
れ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
「
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
教
義
と
し
て

は
残
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
原
始
佛
教
に
お
い
て
、
明
瞭
な
形
で
は
な
い
に
し
て
も
、

「
一
切
法
因
縁
生
」
と
い
う
こ
と
が
「
縁
起
」
の
一
面
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
一
度
は
切
り
捨
て
ら
れ
た
二
切
因
縁
生
の
縁
起
」
を
、
原
始
佛
教
の
文
献
に
照
し

て
も
う
一
度
よ
み
が
え
ら
せ
た
の
は
、
実
は
龍
樹
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
言
っ
て
、
「
縁
起
の
仕
方
」
で
あ
る
十
二
縁
起
と
、
「
発
趣
の
仕
方
」
で
あ
る
二
十
四
縁
と
に
つ
い
て
、
詳
細
に
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
諸
の
有
為
法
の
間
に
い
ろ
い
ろ
な
因
果
関
係
が
立
て
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
因
果
関
係
は
十
二
縁
起
と

二
十
四
縁
と
の
、
二
種
類
の
因
果
関
係
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
「
縁
起
」
と
い
う
言
葉
は
、
専
ら
十
二
縁
起
に
つ

い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
て
、
二
十
四
緑
に
つ
い
て
は
、
「
縁
起
」
に
対
し
て
「
発
趣
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
注
意
す
る

龍
樹
は
、
「
縁
起
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
そ
の
主
著
中
論
の
中
か
ら
、
二
つ
の
文
章
を
引
用
し

よ
う
。
帰
敬
偶
と
三
諦
偶
と
で
あ
る
。

必
要
が
あ
る
℃

縁
の
摂
は
、
縁

る
蕊
へ
き
で
あ
る
。
」 縁

起
の
仕
方
（
冨
胃
８
‐
伽
目
〕
一
』
弓
圏
騨
‐
国
且
国
）
と
発
趣
の
仕
方
（
園
茸
冨
。
“
‐
ご
“
息
）
と
、
以
上
の
二
種
で
あ
る
と
知
ら
、

五
龍
樹
に
お
け
る
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起



そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
空
性
と
説
く
。

其
〔
の
空
性
〕
は
因
施
設
で
あ
り
、

そ
れ
が
ま
さ
し
く
中
道
で
あ
る
」

こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
縁
起
が
、
い
わ
ゆ
る
有
情
数
縁
起
で
は
な
く
て
、
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
に
属
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
大
智
度
論
の
中
か
ら
、
も
う
一
つ
の
文
章
を
引
用
し
よ
う
。

「
因
縁
の
故
に
無
常
な
り
。
無
常
の
故
に
苦
な
り
。
無
常
に
し
て
苦
な
る
が
故
に
空
な
り
。
空
の
故
に
無
我
な
り
。
」
（
大
・
二
五
・

龍
樹
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
に
お
い
て
一
度
は
切
り
捨
て
ら
れ
た
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
を
、
も
う
一
度
復
活
さ
せ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
文
献
上
の
根
拠
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
と
、
前
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ

る
迦
施
延
経
で
あ
っ
た
。
即
ち
中
論
十
五
章
第
七
偏
に
は
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
迦
旛
延
に
対
す
る
教
説
の
中
で
、

有
と
無
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
世
尊
に
よ
っ
て
、

「
あ
る
』
と
い
い
、
『
な
い
』
と
い
う
、

〔
こ
れ
ら
〕
両
方
が
否
定
せ
ら
れ
た
。
」

「
生
ず
る
こ
と
な
く
減
す
る
こ
と
な
く
、
断
な
ら
ず
常
な
ら
ず
、
一
な
ら
ず
異
な
ら
ず
、

来
る
こ
と
な
く
去
る
こ
と
な
く
、
よ
く
諸
の
戯
論
を
寂
滅
せ
し
め
る
吉
祥
と
な
る
縁
起
、

そ
の
縁
起
を
説
き
た
ま
え
る
正
覚
者
、

諸
説
法
者
中
の
最
勝
な
る
、
か
の
佛
に
わ
れ
は
帰
敬
礼
す
る
。
」

九
二二

a

、-ノ

「
縁
起
な
る
も
の
、
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原
始
佛
教
に
お
け
る
縁
起
説
に
は
一
切
法
因
縁
生
の
面
と
、
有
情
数
縁
起
の
面
と
、
両
方
の
面
が
あ
っ
た
が
、
一
切
法
因
縁
生
の
面
は

明
瞭
な
形
で
は
説
か
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
の
時
代
に
な
る
と
そ
の
面
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
教
義
と

し
て
は
残
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
再
び
復
活
さ
せ
た
の
は
龍
樹
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
今
ま
で
述
べ
て
来
た
が
、
近
年
こ
れ
に
似
た

状
況
が
、
少
し
く
事
情
は
異
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
無
我
説
に
関
連
し
て
も
見
ら
れ
る
と
思
う
。
即
ち
、
一
般
に
佛
教
は
無
我
の
立
場
に

立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
と
い
う
も
の
は
全
面
的
に
否
定
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
が
大
勢
を
占
め

て
来
た
。
こ
の
こ
と
は
、
原
始
佛
教
の
領
域
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
来
た
最
大
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
、
お
そ

ら
く
ア
ピ
ダ
ル
マ
佛
教
が
そ
の
よ
う
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
思
わ
れ
る
。
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
で
は
、
南
伝
で
も
北
伝
で
も
同
様

で
あ
る
が
、
「
我
」
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
諸
法
無
我
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を

表
わ
す
言
葉
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
原
始
佛
教
に
ま
で
遡
っ
て
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
現
に
、
’
一
カ
ー
ャ
・
阿
含
の
中
に
、
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
を
肯
定
し
て
い
る
と
思

私
は
さ
き
に
、
阿
含
↑
・
’
一
カ
ー
ャ
の
中
か
ら
こ
の
迦
旛
延
経
を
引
い
て
、
こ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
十
二
縁
起
説
は
、
一
切
法
の
あ
り
方
を

問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
人
生
の
生
き
方
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
縁
起
説
は
一
切
法
因

縁
生
の
縁
起
説
で
あ
る
、
と
言
っ
た
が
、
実
は
同
じ
迦
施
延
経
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
初
め
て
言
っ
た
の
は
、
龍
樹
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
龍
樹
の
時
代
の
阿
含
経
典
群
の
中
に
今
日
の
迦
撫
延
経
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
も
つ
迦
旛
延
経
が
あ
っ
て
、
龍
樹
が
こ
れ

に
着
目
し
、
こ
れ
を
根
拠
に
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
を
復
活
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
、
私
は
原
始
佛
教
の
研
究
に
携
わ
る
一
学
徒
と
し
て

深
い
感
動
を
覚
え
、
改
め
て
龍
樹
の
威
大
さ
に
驚
嘆
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
日
に
お
い
て
、
原
始
佛
教
の
範
囲
で
一
切
法

因
縁
生
の
縁
起
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
龍
樹
の
説
を
支
持
し
、
彼
の
業
蹟
の
正
当
性
を
評
価
す
る
こ
と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
‐

六
ま
と
め
ｌ
我
説
と
縁
起
説
Ｉ

1ワ
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わ
れ
る
説
き
方
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
大
般
浬
藥
経
に
お
け
る
「
自
灯
明
・
自
帰
依
」
の
説
法
で
あ
る
。
（
今
日
で
は

「
灯
明
」
と
訳
す
る
の
は
誤
り
で
、
「
洲
・
し
ま
」
と
訳
す
べ
き
で
あ
る
、
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
）

こ
の
経
典
に
お
い
て
は
「
自
灯
明
・
自
帰
依
」
と
漢
訳
さ
れ
て
い
て
、
「
我
灯
明
・
我
帰
依
」
と
訳
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
我
々
日

本
人
は
訳
語
に
眩
惑
さ
れ
て
、
長
い
間
、
「
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
」
に
佛
教
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
一
面
の
あ
る
こ
と
を
等
閑
に
附
し
て
来
た
。

こ
の
経
典
に
お
い
て
は
「
我
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
よ
」
と
、
入
滅
を
間
近
に
ひ
か
え
た
釈
尊
が
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

「
我
」
は
「
無
我
」
を
言
う
と
き
の
「
我
」
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
従
っ
て
「
我
」
に
は
、
佛
教
の
立
場
か
ら
否
定
せ
ら
れ
る

、
へ
き
－
面
と
、
肯
定
せ
ら
れ
る
、
へ
き
－
面
と
、
こ
の
よ
う
な
二
面
を
か
ね
具
え
て
い
る
、
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
否
定
せ
ら
れ
る
べ

き
一
面
は
、
「
諸
法
は
無
我
で
あ
る
、
と
説
か
れ
る
場
合
の
「
我
」
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
我
執
の
根
源
と
し
て
の
「
我
」
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
「
我
」
を
認
め
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
我
執
を
増
長
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
「
我
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
佛
教
の
立
場
か

ら
よ
り
ど
こ
ろ
と
せ
ら
れ
る
べ
き
「
我
」
は
、
そ
の
よ
う
な
我
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
真
の
自
己
」
と
も
言
わ
れ
る
尋
へ
き
内
容
を
も
っ
た

「
我
」
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
我
」
の
実
現
に
向
っ
て
、
た
ゆ
ま
ず
努
力
が
な
さ
れ
る
尋
へ
き
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
が
、
自
灯

明
・
自
帰
依
の
説
法
で
あ
る
。
‐
法
句
経
の
「
我
品
」
に
お
い
て
「
自
己
（
我
）
こ
そ
自
己
（
我
）
の
あ
る
じ
な
れ
」
と
説
か
れ
て
い
る
の

も
、
ま
た
律
の
腱
度
分
の
大
品
（
二
三
頁
）
に
お
い
て
、
三
十
人
の
貴
公
子
に
向
っ
て
釈
尊
が
、
自
分
自
身
を
尋
ね
求
め
る
こ
と
の
重
要
性

を
説
法
さ
れ
た
と
き
の
「
自
分
自
身
」
、
即
ち
「
我
」
も
、
同
じ
意
味
を
も
っ
た
「
我
」
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
味
の
「
我
」
は
、
原
始
経
典
に
お
い
て
他
に
は
殆
ど
説
か
れ
て
い
な
い
。
「
我
」
と
い
え
ば
い
つ
で
も
「
無
我
」

が
説
か
れ
る
と
き
の
我
執
の
根
源
と
し
て
の
我
で
あ
る
か
ら
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
佛
教
に
な
る
と
、
佛
教
の
立
場
か
ら
肯
定
せ
ら
れ
る
べ
き
、

真
の
自
己
と
し
て
の
我
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
教
義
と
し
て
は
残
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
の
大
乗
佛
教
に
な
る
と
、
浬
藥
に
つ
い
て
常
・
楽
・
我
・
浄
の
四
徳
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
そ
う
い
う
意
味
の
「
我
」
を
、

「
無
我
の
大
我
」
な
ど
と
言
っ
て
表
現
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
「
我
」
が
直
ち
に
、
原
始
佛
教
に
お
け
る
「
真
の
自
己
と
し
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て
の
我
」
の
復
活
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ど
う
か
。
少
く
と
も
そ
う
い
う
場
合
に
、
原
始
佛
教
に
お
け
る
自
灯
明
・
自
帰
依

の
経
説
を
そ
の
教
証
と
し
て
持
ち
出
す
、
；
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
は
、
原
始
佛
教
に
お
け
る
「
我
」
に
、
肯
定

面
と
否
定
面
と
の
二
面
の
あ
る
こ
と
が
、
自
灯
明
・
自
帰
依
の
説
等
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
明
か
に
な
っ
た
の
は
、
極
め
て
最
近
の
こ
と

で
あ
っ
て
、
今
で
は
そ
う
い
う
考
え
方
は
常
識
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
私
は
「
縁
起
説
」
に
お
け
る
．
切
法
因
縁
生
」
に
も
、
こ
れ

と
同
じ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
現
代
の
学
者
が
原
始
経
典
の
自
灯
明
・
自
帰
依
の
説
等

を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
「
我
」
に
は
佛
教
と
し
て
肯
定
せ
ら
れ
る
尋
へ
き
－
面
が
あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
、
従
来
の
誤
り
を
訂
正
し
た
の

と
同
様
に
、
龍
樹
は
Ｉ
そ
し
て
私
も
Ｉ
同
じ
原
始
経
典
の
迦
旛
延
経
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
縁
起
に
は
一
切
法
因
縁
生
の
一
面
が

あ
る
こ
と
を
論
証
し
て
、
従
来
の
誤
り
を
訂
正
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
二
つ
の
出
来
事
は
と
も
に
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
言

う
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
思
っ
て
い
る
。
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