
摂
嶺
相
承
の
三
論
の
宗
義
を
学
ん
で
き
た
吉
蔵
が
、
同
学
を
抜
き
ん
で
て
独
自
の
見
解
を
示
す
に
至
っ
た
の
は
、
何
時
頃
と
推
測
す
、
へ

き
で
あ
ろ
う
か
。
興
皇
寺
に
住
し
て
い
た
法
朗
の
も
と
で
出
家
し
、
そ
れ
以
来
、
陳
の
太
建
十
三
年
（
五
八
一
）
に
法
朗
が
示
寂
す
る
ま
て

師
事
し
、
そ
の
後
も
楊
都
に
在
っ
て
四
論
の
講
説
に
務
め
て
い
た
。
そ
の
講
説
と
は
恐
ら
く
師
よ
り
伝
授
さ
れ
た
大
乗
の
諸
要
義
が
机
述

さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
同
学
や
門
弟
を
は
じ
め
、
法
朗
や
吉
蔵
の
講
述
を
好
む
人
女
の
強
い
要
請
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な

①

い
。
し
か
し
そ
の
問
に
は
、
か
つ
て
師
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
た
河
北
の
章
疏
や
、
江
南
の
諸
寺
よ
り
収
聚
し
た
多
く
の
資
料
の
整
理
も

行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
陳
朝
が
滅
亡
し
晴
に
よ
っ
て
南
北
の
統
一
が
果
さ
れ
た
開
皇
九
年
（
五
八
九
）
頃
、
吉
蔵
は
会
稽
の
嘉
祥
寺
に
移

②

っ
た
が
、
「
止
泊
嘉
祥
、
如
常
敷
引
。
禺
穴
成
市
、
間
道
千
余
。
志
存
伝
燈
、
法
輪
相
継
・
」
と
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
楊
都
に
あ
っ
た
時

と
変
ら
ぬ
講
説
の
毎
日
で
あ
り
、
そ
の
教
学
も
ま
た
相
承
さ
れ
た
三
論
の
宗
義
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
考
え
方
に
は
、
師
法
朗
と
死
別
し

て
か
ら
九
年
を
経
過
し
て
お
り
、
吉
蔵
自
身
も
不
惑
の
歳
を
越
え
て
い
て
、
自
ら
そ
こ
に
は
展
開
の
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ

る
。
そ
れ
が
開
皇
十
五
年
四
十
七
歳
時
の
大
品
経
義
疏
の
撰
述
と
な
り
、
あ
る
い
は
恐
ら
く
そ
れ
以
前
に
著
わ
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
二
諦
義

法
華
玄
論
の
撰
述
に
つ
い
て

ー
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三
巻
や
、
大
乗
玄
論
に
み
ら
れ
る
諸
要
義
の
祖
述
と
な
っ
て
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
思
想
的
展
開
の
基
盤
は
、
教
諦
と
し
て
の
二
諦
の
意

義
が
、
よ
り
一
層
明
瞭
に
把
握
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
理
由
す
る
で
あ
ろ
う
。

二
諦
義
が
教
諦
と
し
て
解
説
さ
れ
る
の
は
、
所
謂
摂
嶺
相
承
の
宗
義
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
精
密
な
論
理
構
造
は
吉
蔵
に
お
い
て
始
め
て

形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
師
の
法
朗
に
よ
っ
て
常
に
講
述
さ
れ
て
い
た
初
章
中
仮
義
・
八
不
義
。
二
諦
義
の
内
、
八
不
義
に
つ
い
て

③

は
吉
蔵
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
師
の
説
に
依
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
中
観
論
疏
に
八
不
を
祖
中
之
祖
と
す
る
の
は
、
勿
論
そ
の
意
義
上
で

の
位
置
づ
け
で
は
あ
る
が
、
師
資
相
承
の
基
本
的
な
課
題
と
し
て
動
か
し
難
い
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
二
諦
義

に
つ
い
て
は
、
同
門
の
慧
均
の
説
と
の
間
に
い
さ
さ
か
の
相
違
が
み
ら
れ
、
同
じ
く
教
諦
を
主
張
し
な
が
ら
も
吉
蔵
の
独
自
性
が
発
揮
さ

れ
て
く
る
。
そ
れ
は
如
来
の
大
悲
の
作
用
性
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
佛
陀
の
智
慧
・
般
若
が
実
相
・
観
照
・
文
字
の
三

種
の
作
用
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
の
作
用
性
に
お
い
て
二
諦
が
具
備
さ
れ
て
い
る
と
見
る
。
し
た
が
っ
て
換
言
す
れ
ば
、
説
き
明
か

さ
れ
た
教
法
（
経
典
な
ど
）
は
、
悟
り
へ
向
う
た
め
の
単
な
る
方
便
手
段
と
い
う
の
で
は
な
く
、
方
便
と
し
て
の
教
法
の
中
に
既
に
真
実

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
単
な
る
手
段
と
み
る
の
は
教
法
に
固
執
す
る
こ
と
か
ら
く
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
固
執
を
捨
て
て

④

教
法
に
依
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
自
ら
真
実
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
諸
経
典
の
間
に
み
ら
れ

る
教
相
の
異
同
は
、
た
だ
教
化
の
対
象
と
な
る
も
の
の
機
に
応
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
教
法
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
真
実
・
平
等
大
慧
は

み
な
同
じ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
す
る
、
経
典
観
が
成
立
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
同
時
に
、
経
典
を
読
調
解
説
す
る
こ
と
が
如
何
な
る
意

義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
を
、
立
証
す
る
根
拠
と
も
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
先
づ
般
若
経
の
註
疏
が
手
掛
け
ら

吉
蔵
が
本
格
的
な
著
作
活
動
を
始
め
た
の
は
、
開
皇
の
末
に
、
晋
王
広
の
招
請
に
応
じ
て
慧
日
道
場
に
入
っ
て
後
と
考
え
て
よ
い
。
そ

し
て
思
想
的
に
も
註
疏
の
形
態
の
上
か
ら
も
そ
れ
ら
の
前
駆
的
な
位
置
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
会
稽
時
代
の
後
半
に
撰
述
さ
れ
た
と
考
え

⑤

ら
れ
る
法
華
玄
論
と
法
華
義
疏
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
も
後
期
の
著
述
に
属
す
る
法
華
統
略
に
は
、
「
昔
会
稽
に
在
っ
て
、
此
の
経

れ
た
と
思
わ
れ
る
。

”



の
玄
文
凡
そ
二
十
巻
を
著
わ
す
」
と
い
い
、
ま
た
「
但
だ
余
少
く
し
て
四
論
を
弘
め
、
末
に
専
ら
一
乗
を
習
う
。
私
と
衆
の
二
講
、
将
に

三
百
遍
に
な
ら
ん
と
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
会
稽
時
代
に
は
盛
ん
に
法
華
経
の
研
鎮
と
講
述
を
行
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

地
は
江
南
に
お
け
る
玄
学
の
中
心
地
で
も
あ
り
、
ま
た
法
華
経
に
縁
の
深
い
処
で
も
あ
る
。
鳩
摩
羅
什
に
師
事
し
て
い
た
僧
翼
は
曇
学
と

⑥

共
に
、
義
煕
十
三
年
（
四
一
七
）
に
会
稽
に
遊
び
、
蕾
を
結
ん
で
法
華
精
舎
と
称
し
た
と
い
い
、
そ
の
後
に
も
幾
多
の
法
華
経
研
鑛
者
を
輩

出
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
天
台
山
で
は
、
法
華
三
昧
を
発
得
し
て
よ
り
そ
の
地
に
入
っ
た
智
顎
に
よ
っ
て
、
法
華

経
の
講
述
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
法
華
経
を
重
視
し
な
い
で
居
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
吉
蔵
も
ま
た
楊
都
に
あ
っ

て
は
法
朗
に
つ
い
て
法
華
経
の
講
説
を
聴
き
、
自
ら
も
そ
れ
を
祖
述
す
る
こ
と
は
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
は
一
乗
義
な
ど

の
要
義
や
経
文
の
部
分
的
な
解
説
が
中
心
と
な
り
、
四
論
を
弘
め
る
た
め
の
布
延
で
あ
る
と
い
う
域
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
会
稽
に
入
っ
て
よ
り
は
、
文
に
随
っ
て
詳
述
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
経
文
の
詳
細
な
検
討
を
遂
行
す

る
た
め
に
は
、
古
今
の
文
疏
を
広
く
渉
猟
す
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
く
る
。
法
華
遊
意
に
は
「
昔
会
稽
に
在
り
、
法
華
の
宗
旨
を
撰
釈
す
、

⑦

凡
そ
十
三
家
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
法
華
経
の
諸
注
疏
が
集
聚
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
検
討
し
な
が
ら
自
ら
の
立
つ
三
論
の
義
に
よ

っ
て
解
釈
す
る
と
い
う
、
経
典
研
究
の
作
業
は
こ
こ
に
お
い
て
始
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
少
し
推
測
を
進
め
る
な
ら
ば
、
嘉
祥

寺
に
入
っ
て
数
年
は
法
朗
の
祖
述
に
終
始
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
徐
友
に
講
説
の
内
容
は
詳
細
に
な
り
、
二
諦
義
が
著
わ
さ
れ
た
後
に
は
、

ほ
ぼ
現
存
の
注
疏
に
近
い
内
容
の
講
述
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
法
華
玄
論
の
撰
述
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
何
時
頃
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
智
顎
の
も
と
へ
吉
蔵
が
書
簡
を
送
っ
た

の
は
、
智
顎
が
晩
年
に
天
台
山
へ
帰
っ
て
後
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
開
皇
十
七
年
八
月
二
十
一
日
付
の
も
の
に
は
「
謹
ん
で
禅
衆
一
百

⑧

余
僧
と
と
も
に
、
智
者
大
師
の
法
華
一
部
を
演
暢
せ
ん
こ
と
を
請
い
奉
る
」
、
と
法
華
経
の
講
義
を
要
請
し
て
い
る
。
智
顎
は
こ
の
年
十

一
月
に
示
寂
し
、
そ
の
要
請
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
吉
蔵
の
法
華
経
修
学
に
対
す
る
熱
意
の
並
左
な
ら
ぬ
も
の
を
思
わ
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
た
だ
そ
の
場
合
に
、
既
に
法
華
玄
論
は
現
存
の
よ
う
な
形
態
で
も
っ
て
撰
述
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
既
に
著
わ
さ
れ
て
い

ワ q
~ U



た
と
す
る
な
ら
ば
、
智
顎
へ
の
要
請
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
先
輩
で
も
あ
り
当
時
華
北
江
南
を
通
じ
て
並
び
も
な
き
法
華
経
講
述
者
に

対
し
て
、
自
己
の
見
解
の
正
当
性
を
確
認
し
疑
問
を
質
そ
う
と
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
法
華
玄

論
を
送
り
屈
け
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
り
、
書
簡
に
も
そ
の
よ
う
な
事
柄
が
文
面
に
現
わ
れ
て
い
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う
な

形
跡
は
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
一
方
、
智
顎
の
示
寂
後
に
撰
述
さ
れ
た
と
み
る
な
ら
ば
、
大
品
経
義
疏
の
成
立
よ
り
し
て
少
し
く
間
の
あ
り

す
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
。
法
華
玄
論
が
著
わ
さ
れ
る
以
前
に
別
の
法
華
疏
が
あ
っ
た
と
い
う
推
測
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
よ
り
起
っ
て
く
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
智
顎
へ
の
書
簡
の
中
で
、
吉
蔵
は
自
ら
の
徒
衆
を
「
禅
衆
一
百
余
僧
」
と
称
し
て
い
る
。
こ
の
呼
称
を
浬

藥
衆
な
ど
と
対
応
さ
せ
て
特
定
の
も
の
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ほ
ど
に
限
定
的
に
用
い
ず
、
広
く
三
論
宗
や
天
台
宗
な
ど
の
禅
定

を
重
ん
ず
る
人
女
を
対
象
に
用
い
る
呼
称
と
み
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
扱
い
方
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
自
ら
を
禅

衆
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
は
、
天
台
山
に
集
ま
る
人
友
と
の
間
に
、
異
質
な
も
の
を
感
じ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し

こ
こ
で
禅
衆
と
い
う
呼
称
を
今
少
し
く
重
視
す
る
な
ら
ば
、
法
華
玄
論
の
撰
述
は
一
つ
の
大
き
な
転
機
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
講
経
の
法
師
と
し
て
の
自
覚
で
あ
り
、
禅
学
よ
り
慧
学
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
摂
嶺
相
承
を
重
ん
じ
る
吉

蔵
に
と
っ
て
は
、
禅
定
の
実
修
こ
そ
が
主
流
と
な
る
も
の
で
、
講
経
は
そ
の
補
助
的
役
割
で
あ
る
こ
と
の
意
識
は
、
兼
ね
て
よ
り
維
持
し

て
き
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
講
経
は
禅
定
実
践
の
た
め
の
手
段
で
し
か
な
く
、
止
観
の
た
め
の
材
料
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
経
文
は
単
な
る
方
便
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
常
に
真
実
が
説
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
経
典
の
文
字
か
ら
真
実
を

導
き
出
す
こ
と
こ
そ
が
講
経
の
役
割
で
あ
り
、
経
文
の
上
に
真
実
を
見
出
す
こ
と
が
悟
り
へ
の
道
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
吉
蔵
が
法
師
と

し
て
の
自
覚
の
上
に
立
ち
得
た
の
は
、
ま
さ
し
く
法
華
経
研
績
を
通
し
て
の
結
果
に
よ
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

浬
藥
経
梵
行
品
の
六
念
処
を
説
く
中
で
、
念
佛
を
説
明
し
て
佛
の
十
号
を
挙
げ
て
い
る
が
、
十
号
の
説
明
に
先
立
っ
て
「
大
法
師
」
を

二
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⑨

解
説
し
、
そ
の
括
り
と
し
て
「
中
道
を
説
く
が
故
に
大
法
師
と
名
づ
く
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
こ
の
大
法
師
と
は
、
衆
生
の
た
め
に

教
法
を
巧
説
さ
れ
る
佛
の
徳
を
讃
え
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
法
華
経
法
師
品
に
は
、
法
華
経
の
そ
の
一
句
で
も
受
持
読
調
し
解
説
書
写
し

供
養
す
る
な
ら
ば
大
菩
薩
で
あ
る
と
説
き
、
ま
た
一
人
の
た
め
に
も
法
華
経
を
説
く
者
が
い
た
ら
如
来
の
使
で
あ
る
と
示
し
て
い
る
。
法

華
遊
意
は
玄
義
を
十
門
分
別
し
て
、
大
意
門
・
旨
帰
門
と
次
第
し
、
弘
経
門
は
第
八
に
置
か
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
。

⑩

し
か
る
に
法
華
玄
論
で
は
先
づ
初
め
に
弘
経
方
法
を
立
て
、
そ
し
て
大
意
。
釈
名
と
次
第
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
弘
経
方
法
と
い
う

項
目
を
冒
頭
に
も
っ
て
く
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
異
例
の
形
態
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
か
。
玄
論
の
中
に
そ
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
先
ず
冒
頭
に
法
師
義
を
釈
し
て
十
四
種
の
法
師
を
挙
げ
て
説
明
し
、

無
名
相
中
に
名
相
を
仮
り
て
説
き
、
仮
言
に
よ
っ
て
無
言
を
悟
ら
し
め
る
た
め
に
説
法
が
あ
る
と
解
説
し
て
、
「
当
に
此
の
心
を
建
て
て

然
る
後
に
法
を
説
く
べ
し
」
と
、
説
法
の
基
本
的
な
意
義
を
述
尋
へ
て
い
る
。
ま
た
「
解
行
法
師
」
の
説
明
で
は
「
能
間
能
答
し
て
佛
教
宣

流
す
る
が
故
に
大
法
師
と
名
づ
く
」
と
あ
り
、
浬
藥
経
如
来
性
品
の
初
め
、
能
随
問
答
の
項
を
坊
佛
さ
せ
る
。
ま
た
玄
論
で
は
「
中
道
法

⑪師
」
の
名
も
み
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
点
を
総
括
的
に
考
え
て
み
る
と
、
吉
蔵
が
浬
梁
経
に
説
か
れ
て
い
る
「
大
法
師
」
の
意

味
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
法
華
経
を
研
讃
す
る
過
程
の
中
で
、
法
師
品
に
至
っ
て
は
じ
め
て
如
来
の
使
と
し
て
の
法
師
の
意
義
に
思
い

あ
た
り
、
そ
こ
に
自
ら
の
立
場
を
見
出
し
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
安
楽
行
品
に
及
ん
で
は
、
法
師
の
基
本
的
な
行
法
と
し
て
の
四
安
楽
行

の
意
味
を
感
得
し
た
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
続
く
論
弘
経
難
義
の
項
で
は
、
講
経
は
常
に
無
所
得
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
述
尋
へ
る
が
、
そ
こ
で
「
佛
教
の
一
乗
義
を
講
ず
る
を
以
て
、
後
に
当
に
広
説
す
琴
へ
し
」
と
い
う
。
一
乗
義
を
講
ず
る
と
は
三
論
家
相

承
の
一
乗
義
を
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
、
経
文
に
随
っ
て
詳
論
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
経
文
の
玄
意
を
把
握
す
る
こ

と
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
相
承
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
一
歩
す
す
め
て
広
説
す
尋
へ
し
と
い
う
。
こ
れ
は
精
細

な
随
文
釈
義
も
ま
た
必
要
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「
佛
の
説
教
は
、
心
を
し
て
教
に

同
じ
か
ら
し
め
、
教
を
し
て
心
に
同
じ
か
ら
し
め
ず
。
心
は
相
を
存
す
る
を
以
て
根
と
な
し
、
教
は
無
得
を
以
て
主
と
な
す
。
も
し
心
、

、 ー
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教
に
同
じ
け
れ
ば
、
教
既
に
無
得
、
即
ち
心
も
所
得
無
し
。
乃
ち
説
教
と
名
づ
く
」
と
、
教
と
心
と
を
無
所
得
に
お
い
て
一
致
さ
せ
た
あ

り
様
に
お
い
て
、
積
極
的
な
法
師
の
心
の
す
が
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
教
諦
と
し
て
の
二
諦
の
義
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
、
法
師
た
る
も
の
は
「
弘
法
の
人
、
宜
し
く
其
の
心
を
虚
し
く
し
て
其
の
照
を
実
に
す
今
へ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
教
法
を
明

か
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
所
詮
は
説
経
者
に
も
限
界
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
弘
経
の
難
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。
「
問
う
、
誰
の
力
の
故
に
、
留
難
を
し
て
退
か
し
む
る
や
」
と
い
う
疑
問
は
必
然
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対

し
て
は
「
答
う
、
大
品
に
言
く
、
佛
力
な
り
、
と
。
今
明
さ
く
、
理
に
し
て
之
を
言
わ
ば
、
還
っ
て
是
れ
経
力
な
り
。
弘
道
力
を
以
て
能

く
非
道
を
壊
す
、
故
に
是
れ
経
力
な
り
」
と
、
経
典
に
具
っ
て
い
る
弘
道
力
に
よ
っ
て
弘
経
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
に
い
た
っ
た
の
で

弘
経
の
道
を
歩
む
こ
と
は
険
し
く
、
よ
く
自
ら
を
律
し
っ
っ
禅
定
を
修
し
て
思
念
を
凝
ら
し
、
深
く
佛
の
教
法
に
入
ら
な
け
れ
ば
為
し

得
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
も
真
蟄
に
思
い
を
致
す
ほ
ど
に
経
力
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
一
度
経
力
に
頼
る
な
ら
ば

安
易
さ
を
ま
ぬ
が
れ
ぬ
と
い
う
危
険
を
孕
む
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
吉
蔵
が
法
師
と
し
て
の
自
覚
の
上
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、

一
つ
の
大
き
な
転
機
で
あ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
法
華
玄
論
の
最
初
に
は
弘
経
方
法
を
立
て
、
先
ず
法
師
義
を
釈
す
の
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
法
華
経
法
師
品
の
入
如
来
室
・
著
如
来
衣
・
坐
如
来
座
の
三
門
が
次
第
す
る
こ
と
を
述
べ
、
慈
悲
心
・
柔
和
忍
辱
心
・

諸
法
空
と
の
関
連
に
お
い
て
説
明
さ
れ
る
。
続
い
て
慈
悲
・
忍
辱
と
法
空
の
二
義
に
お
い
て
十
四
種
の
法
師
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は

弘
経
の
法
師
の
あ
り
様
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
十
四
種
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
列
挙
さ
れ
た
か
は
、
確
た
る
根

拠
を
あ
げ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
日
常
の
講
経
時
の
う
ち
に
斯
あ
ら
れ
ば
と
い
う
思
い
が
表
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
法
華
遊
意
で
は

順
次
を
変
え
て
こ
れ
を
十
種
に
し
、
後
の
四
種
を
省
略
し
て
い
る
。

福
慧
法
師
福
徳
（
慈
忍
）
と
智
慧
（
空
観
）
が
兼
ね
て
修
習
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
大
道
が
弘
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
能

間
能
答
の
力
が
具
わ
る
。
②

お
琴
○
○
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解
行
法
師
行
と
解
が
備
わ
る
こ
と
に
よ
り
人
を
利
す
。
有
行
有
解
こ
そ
が
法
師
で
あ
る
。
①

雄
勇
法
師
利
他
と
自
行
（
心
修
空
観
）
に
よ
り
、
倶
済
の
徳
が
具
わ
る
。
④

無
著
法
師
浬
藥
に
滞
ら
ず
、
生
死
に
執
著
し
な
い
。
染
著
し
な
い
こ
と
を
い
う
。
⑨

道
行
法
師
二
乗
地
を
越
え
、
凡
夫
境
を
越
え
る
。
（
こ
れ
は
菩
薩
行
で
あ
る
）
⑤

誠
諦
法
師
世
諦
に
安
住
し
、
第
一
義
諦
に
住
す
。
二
諦
に
よ
っ
て
説
法
す
れ
ば
虚
で
な
い
。
⑥

無
靜
法
師
三
悉
檀
を
知
り
、
第
一
義
悉
檀
を
識
る
。
佛
の
教
法
で
あ
る
十
二
部
経
や
八
万
の
法
蔵
に
入
っ
て
、
執
著
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
⑦

具
足
法
師
禅
定
を
修
し
、
智
慧
を
得
る
。
定
慧
具
足
し
て
、
無
量
の
職
で
も
っ
て
衆
生
の
た
め
に
法
を
識
ず
。
③

難
壊
法
師
衆
生
を
捨
て
ず
、
諸
法
空
を
知
る
。
（
常
に
中
道
を
行
じ
、
魔
に
壊
せ
ら
れ
な
い
）
③

菩
薩
摩
訶
薩
法
師
大
悲
を
具
し
、
空
観
を
修
す
る
。
⑩

根
浄
法
師
空
と
慈
忍
は
相
互
に
無
礒
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
身
口
意
の
三
業
が
無
凝
で
あ
る
か
ら
、
六
根
が
清
浄
で
あ
る
。

中
道
法
師
一
句
を
涙
し
て
無
句
に
帰
す
の
で
、
空
に
あ
ら
ず
有
に
あ
ら
ず
、
中
道
で
あ
る
こ
と
を
観
ず
る
。

諸
王
法
師
内
に
空
仮
中
の
三
観
を
具
し
、
外
に
法
を
説
け
ば
、
三
観
は
諸
三
昧
の
王
で
あ
る
か
ら
説
法
中
の
王
で
あ
る
。

無
礪
法
師
華
厳
経
に
言
う
無
量
劫
の
一
念
・
一
念
の
無
量
劫
で
あ
っ
て
、
来
る
な
く
積
聚
な
く
し
て
而
も
諸
の
劫
事
を
現
ず

る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
一
切
の
施
は
こ
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

後
の
四
種
は
内
容
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
慈
悲
・
忍
辱
と
空
慧
の
二
義
が
相
互
に
関
っ
て
、
三
論
宗
義
の
中
道
の
場
か
ら
述
》
へ
ら
れ
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
法
華
遊
意
で
は
前
十
種
の
み
を
取
上
げ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
列
挙
し
て
み
る
と
、
六
波
羅
蜜
や
十
地
な
ど
の

論
究
が
あ
る
の
で
は
な
い
が
、
菩
薩
の
あ
る
篭
へ
き
姿
が
法
師
の
形
態
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
法
師
は
菩
薩
行
を
基
盤
と
し
て
成

立
つ
こ
と
の
主
張
で
も
あ
る
。
こ
の
中
で
禅
定
と
智
慧
に
つ
い
て
は
種
女
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
持
戒
に
つ
い
て
の
言
及
は
み
ら
れ
な

の 勺
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い
。
戒
定
慧
の
三
学
は
佛
道
を
歩
む
者
す
書
へ
て
の
共
通
の
課
題
で
あ
る
か
ら
、
定
慧
が
述
零
へ
ら
れ
る
な
ら
ば
戒
律
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て

よ
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
恐
ら
く
そ
れ
は
基
本
的
な
課
題
で
は
あ
る
が
、
条
文
の
二
を
検
討
す
る
よ
う
な
特

別
の
こ
と
で
は
な
く
、
日
常
の
当
然
の
心
掛
け
と
し
て
問
題
と
す
尋
へ
き
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
検
討
す
尋
へ
き
問

題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
も
定
と
慧
に
つ
い
て
は
こ
れ
だ
け
に
多
く
の
課
題
を
常
に
念
頭
に
置
き
、
そ

の
上
で
法
を
講
じ
よ
う
と
す
る
意
志
の
宣
言
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
若
し
慈
悲
な
け
れ
ば
講
堂
に
入
ら
ず
。
和
忍
を
修
せ

ざ
れ
ば
便
ち
法
服
な
く
。
心
若
し
有
に
滞
れ
ば
高
座
に
登
ら
ず
。
此
の
三
徳
を
閥
き
て
、
安
ん
ぞ
経
を
弘
む
ゞ
へ
き
や
」
と
述
尋
へ
る
の
は
、

吉
蔵
の
正
し
く
の
感
慨
で
あ
ろ
う
。

佛
道
を
歩
も
う
と
す
る
一
人
の
人
間
を
歴
史
の
中
で
眺
め
る
時
に
、
種
女
の
視
点
を
も
つ
こ
と
の
必
要
性
を
つ
く
づ
く
に
感
じ
さ
せ
ら

れ
る
。
三
論
宗
と
吉
蔵
と
い
う
課
題
の
場
合
も
勿
論
そ
う
で
あ
る
。
か
ね
て
よ
り
法
華
玄
論
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
最
初
に
弘
経

方
法
の
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
が
あ
っ
た
。
ま
た
二
諦
義
と
法
華
玄
論
の
撰
述
の
間
に
は
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
と
同
時
に
、
時

間
的
な
面
で
の
展
開
も
感
じ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
そ
れ
が
何
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
た
の
で
あ
る
。
二
諦
義
に
つ
い
て
は
師
の
法
朗
よ

り
伝
授
さ
れ
た
教
諦
説
を
、
吉
蔵
自
身
の
了
解
の
上
で
よ
り
明
確
に
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
そ
れ
が
契
機
と
な
っ
て
、
経
典
読
解
の
眼

が
従
来
と
は
違
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
違
っ
た
眼
を
も
っ
て
最
も
関
心
の
深
か
っ
た
法
華
経
を
読
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
講
経
の

重
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
法
華
玄
論
の
撰
述
は
弘
経
の
法
師
と
し
て
立
つ
宣
言
で
も

続
い
て
は
安
楽
行
品
に
よ
っ
て
、
智
慧
行
・
離
僑
慢
行
・
無
嫉
妬
行
・
慈
悲
行
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
四
安
楽
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の

中
の
一
つ
を
取
上
げ
て
特
に
論
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
に
常
日
頃
の
法
師
の
心
掛
け
と
い
う
面
が
強
い
。
こ
れ
に

対
し
て
は
「
初
発
意
よ
り
必
ず
漸
左
に
学
ぶ
べ
し
。
若
し
此
の
行
に
乖
け
ば
便
ち
法
師
に
非
ず
」
と
誠
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

’
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あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
間
も
な
く
慧
日
道
場
に
移
り
、
続
い
て
長
安
に
晩
年
を
過
ご
す
間
に
は
、
多
く
の
経
論
の
註
疏
を
次

女
と
撰
述
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
端
緒
と
し
て
の
弘
経
方
法
の
項
は
、
玄
論
の
冒
頭
に
置
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
撰
述
は
何
時
で
あ
っ
た
の
か
。
智
顎
へ
の
書
簡
の
中
に
み
ら
れ
る
「
禅
衆
」
の
語
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
智
顎
示
寂
の
翌

年
、
開
皇
十
八
年
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

註
5).④ ③②①⑪⑩⑨③⑦⑥

論
じ
ら
れ
て
い
る
。

高
僧
伝
巻
第
十
三
（
大
正
五
○
・
四
一
○
下
）

法
華
遊
意
第
二
明
宗
旨
門
（
大
正
三
四
・
六
三
六
下
）

国
情
百
録
巻
四
（
大
正
四
六
・
八
二
二
上
）

大
般
浬
渠
経
巻
第
一
六
梵
行
品
之
三
（
大
正
一
二
・
七
一
○
下
）

法
華
玄
論
第
一
（
大
正
三
四
・
三
六
一
上
）

法
華
遊
意
で
は
十
種
法
師
を
挙
げ
る
が
、
中
道
法
師
の
名
は
み
え
な
い

横
超
慧
日
「
慧
遠
と
吉
蔵
」
（
結
城
教
授
頌
寿
記
念
佛
教
思
想
史
論
集
、
四
四
九
頁
）

続
高
僧
伝
巻
第
十
一
（
大
正
五
○
・
五
一
四
ａ
）

拙
稿
「
慧
均
撰
四
論
玄
義
八
不
義
に
つ
い
て
日
目
」
（
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
一
二
・
第
一
七
号
）

拙
稿
「
中
観
論
疏
に
み
ら
れ
る
中
国
思
想
」
（
森
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
学
論
集
一
三
一
九
頁
）
参
照
。

平
井
俊
栄
『
中
国
般
若
思
想
史
研
究
」
（
春
秋
社
一
九
七
六
年
）
三
五
四
頁
「
吉
蔵
の
著
作
」
に
は
、
詳
細
な
法
華
注
疏
の
撰
述
の
前
後
関
係
が
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