
と
思
わ
れ
る
。

大
乗
の
教
法
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
側
と
し
て
の
衆
生
の
課
題
に
、
適
確
に
応
ず
る
力
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
い
か
に
そ
れ
自
身
が
高
度
の
内
容
を
持
ち
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
受
用
し
理
解
す
る
衆
生
と
無
関
係
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
存
在
意
義
も
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

①

と
こ
ろ
で
『
華
厳
経
』
は
、
そ
れ
を
聞
い
た
声
聞
縁
覚
の
二
乗
が
、
如
聾
如
唖
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
有
名
な
経
典
で
あ
る
。
だ
が

そ
れ
は
単
に
経
の
権
威
を
高
め
る
た
め
の
修
辞
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
深
遠
広
大
な
課
題
が
佛
教
そ
の
も

の
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
、
必
然
的
な
問
題
提
起
と
い
う
零
へ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
そ
の
こ
と
は
、
そ
の
経

を
聞
き
そ
の
経
を
指
針
と
し
て
、
自
ら
の
方
向
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
我
々
に
対
し
て
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

つ
ま
り
教
法
そ
れ
自
身
の
も
つ
豊
か
な
内
容
が
、
そ
れ
自
身
の
必
然
的
展
開
と
し
て
衆
生
と
の
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

自
性
清
浄
心
の
背
蛍

ｌ
真
諦
訳
摂
大
乗
論
の
場
今
７

ー

鍵
主
良
敬

14



し
か
し
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
高
度
に
し
て
内
容
豊
か
な
教
法
、
い
わ
ば
人
間
に
お
い
て
の
普
遍
的
真
実
と
も
い
う
べ
き
法
界
が
、
事
実
と

し
て
我
左
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
に
応
ず
る
我
々
の
側
の
主
体

と
も
い
え
る
側
面
を
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
す
べ
き
か
。
そ
の
こ
と
が
絶
え
ず
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点

こ
そ
が
明
ら
か
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
疑
う
謡
へ
く
も
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

如
聲
如
唖
と
は
、
如
来
の
言
葉
に
何
の
反
応
も
示
さ
な
い
者
、
何
を
い
わ
れ
て
い
る
の
か
全
く
理
解
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
に
何
の
興
味

を
も
示
さ
な
い
者
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
人
間
生
存
の
最
も
重
要
な
問
題
意
識
に
欠
け
た
る
者
の
こ
と
だ
と
解
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
衆
生
の

う
ち
に
は
当
然
そ
の
よ
う
な
者
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
全
て
の
者
が
佛
説
に
必
ず
反
応
を
示
し
応
答
す
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
と
す
る
説
に
も
、
正
し
い
道
理
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
そ
の
よ
う
な
者
が
、
自
ら
の
誤
り
に
気
づ
い
て
、
佛
陀
の
語
る
言
葉
に
耳
を
傾
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
盲
い
た
者
が
日
光
を
見

出
す
こ
と
ほ
ど
に
大
変
至
難
な
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能
と
な
る
と
解
し
て
先
学
は
、
無
明
の
中
に
あ
る
衆
生
に
も
已
に

時
、
一
見
、
聞
く
者
の
資
質
と
無
関
係
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
形
を
と
り
な
が
ら
、
か
え
っ
て
密
接
な
繋
が
り
を
保
と
う
と
す
る
意

図
は
み
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
教
法
に
対
す
る
我
盈
の
課
題
、
そ
も
そ
も
迷
え
る
衆
生
と
い
わ

れ
て
、
お
よ
そ
真
に
依
る
鋪
へ
き
も
の
を
欠
落
さ
せ
つ
つ
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
提
起
さ
れ
て
く
る
真

実
の
言
葉
を
、
い
か
に
し
て
受
け
止
め
得
る
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
係
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

皮
相
で
浅
薄
な
も
の
の
捉
え
方
は
比
較
的
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
我
倉
自
身
の
問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
根
源
的
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
深
淵
性
に
よ
っ
て
我
々
は
そ
れ
を
自
己
自
身
の
課
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
と
い
う
限
界
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
衆
生
に
、
そ
れ
が
衆
生
自
身
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
唯
一
の
手
が
か
り
と
し
て
問
い
か
け
て
止
ま
ず
、
つ
い
に
そ
の
無
限
の
内
在

的
潜
勢
力
に
よ
っ
て
、
奇
蹟
と
も
い
え
る
歴
史
の
事
実
を
現
出
し
た
と
こ
ろ
に
、
大
乗
佛
教
の
真
に
大
乗
た
る
所
以
も
あ
る
と
い
い
得
よ

Ｏ

』
つ
／
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③

と
『
摂
論
世
親
釈
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
衆
生
が
本
来
保
持
し
て
い
る
佛
の
種
性
と
は
、
阿
頼
耶
識
中
の
本
覚
の
解
性
で
あ
る
と
い
う
大

変
問
題
の
多
い
解
説
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

関
し
て
、

１
と
一
一
粗
蛭

処
で
も
、

わ
れ
て
い
る
。

謂
自
性
清
浄
心
名
二
如
来
蔵
《
因
二
無
明
風
一
動
作
二
生
滅
へ
故
云
二
依
如
来
蔵
有
生
滅
心
一
也
。
（
大
正
“
・
二
五
四
ｃ
）

②

と
す
る
理
解
も
あ
る
。
ま
た
『
五
教
章
』
の
種
性
義
に
お
い
て
も
、
始
教
に
約
し
て
衆
生
の
佛
性
を
論
ず
る
中
で
、
性
種
性
と
習
種
性
に

以
二
一
切
心
識
之
相
皆
是
無
明
《
無
明
之
相
不
レ
離
二
覚
性
（
非
し
可
レ
壊
非
レ
不
し
可
レ
壊
・
：
．
…
如
し
是
衆
生
自
性
清
浄
心
因
二
無
明
風
一
動
、

心
与
二
無
明
一
倶
無
一
一
形
相
一
不
二
相
捨
離
↓
（
大
正
詑
・
五
七
六
ｃ
）

華
厳
教
学
の
大
成
者
賢
首
大
師
法
蔵
に
よ
れ
ば
、
諸
識
と
な
っ
て
は
た
ら
く
不
覚
之
相
も
、
随
染
本
覚
之
性
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
無
明
之
相
と
本
覚
之
相
と
は
一
と
も
い
え
ず
異
と
も
い
え
な
い
と
し
、

真
心
随
し
軍
全
作
二
識
浪
一
故
無
二
心
相
韮
然
彼
識
浪
無
し
非
二
是
真
《
故
無
二
無
明
相
王
故
摂
論
云
心
見
レ
此
不
レ
見
し
彼
等
。
又
云
、
若

見
二
一
分
一
余
分
性
不
レ
異
等
。
又
云
、
即
二
生
死
一
故
不
レ
見
二
混
藥
一
即
二
混
盤
↓
故
不
レ
見
二
生
死
一
等
。
如
二
摂
論
第
二
殊
勝
後
広
説
記

は
た
ら
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
、
真
実
の
言
葉
に
応
ず
る
可
能
性
に
つ
い
て
の
考
察
を
め
ぐ
ら
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
乗
起
信
論
』
に
は
「
本
覚
随
染
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
あ
っ
て
↑
そ
こ
で
は
衆
生
の
自
性
清
浄
心
が
問
題
に
な
り
、
次
の
よ
う
に
い

（
大
正
“
郭
二
六
○
ｂ
）

『
摂
大
乗
論
』
を
引
用

妬
・
四
八
五
Ｃ
）

即
摂
二
頼
耶
識
中
本
覚
解
性
↓
為
二
性
種
性
↓
故
梁
摂
諭
云
、
聞
車
習
与
二
阿
頼
耶
識
中
解
性
一
和
合
、
一
切
聖
人
以
レ
此
為
し
因
。
（
大
正

を
引
用
し
な
が
ら
解
説
し
て
い
る
。
こ
の
『
起
信
論
』
の
文
と
も
関
連
し
て
、
如
来
蔵
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
他
の
箇
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●

そ
れ
自
体
で
清
浄
性
を
も
ち
、
他
の
何
物
に
よ
っ
て
も
汚
さ
れ
な
い
心
が
、
衆
生
に
本
来
的
に
具
備
し
て
い
る
と
い
う
主
張
は
、
大
乗

佛
教
が
到
達
し
た
最
も
優
れ
た
思
想
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
誤
り
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
単
な
る
言
葉
の
上
だ
け
の
立
論
、
所
謂
立
前

論
だ
け
に
終
っ
て
、
そ
の
こ
と
の
持
つ
厳
し
い
現
実
認
識
を
欠
落
さ
せ
る
恐
れ
は
な
い
の
か
ど
う
か
。
或
い
は
論
旨
と
し
て
は
そ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
が
、
事
実
と
し
て
は
何
の
形
跡
も
み
ら
れ
な
い
と
い
う
虚
妄
な
仮
説
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
か
・

理
想
は
確
か
に
人
間
の
精
神
を
育
く
む
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
た
だ
の
夢
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
か
え
っ
て
問

題
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
妄
想
に
ふ
け
る
こ
と
と
同
一
に
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
が
、
真
の
理
想
に
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
自
性
清
浄
心
の
主
張
と
は
単
な
る
理
想
論
に
終
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

そ
の
点
が
明
確
に
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
大
乗
の
教
説
と
い
っ
て
も
た
だ
の
楽
天
的
な
夢
想
論
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
お
う
ｐ

人
間
の
陥
っ
て
い
る
厳
し
い
現
実
を
何
ら
踏
え
た
も
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
八
内
実
の
な
い
仮
想
の
夢
に
酔
い
し
れ
て
、
そ
の
中
へ
逃

避
し
て
し
ま
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
と
い
う
批
判
に
耐
え
ら
れ
な
い
主
張
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

自
性
清
浄
心
の
説
を
、
そ
の
よ
う
な
単
な
る
理
想
論
に
終
ら
せ
な
い
た
め
に
、
逆
の
面
か
ら
光
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
、

‐
『
摂
大
乗
論
』
の
考
え
方
に
焦
点
を
定
め
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
大
乗
の
阿
毘
達
磨
と
さ
れ
る
こ
の
論
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る

理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
特
に
賢
首
法
蔵
の
思
想
に
も
多
大
の
影
響
を
与
え
て
い
る
真
諦
訳
の
世
親

釈
を
重
な
手
引
き
と
し
て
、
自
性
清
浄
心
の
背
景
を
な
す
と
思
わ
れ
る
も
の
の
お
お
よ
そ
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
に
こ
の
小
論

の
趣
旨
を
設
定
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
自
性
清
浄
心
と
は
～
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
切
衆
生
悉
有
佛
性
と
い
わ
れ

る
『
浬
藥
経
』
の
課
題
が
、
一
段
と
そ
の
内
容
を
濃
密
に
し
た
の
が
こ
の
主
題
で
あ
り
、
『
起
信
論
」
の
統
一
テ
ー
マ
で
あ
る
衆
生
心
も
‐

こ
の
心
と
関
連
し
て
論
究
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
そ
の
清
浄
心
な
る
も
の
は
、
端
的
に
い
っ
て
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
し

て
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か

寸 庁

_L／



db

清
浄
心
に
類
す
る
も
の
は
、
『
摂
大
乗
論
』
で
は
世
親
釈
巻
第
三
、
出
世
間
浄
章
第
五
に
お
い
て
、
正
見
は
い
か
に
し
て
生
ず
る
か
と

い
う
問
題
に
関
連
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

佛
世
尊
説
、
従
聞
二
他
音
↓
及
自
正
思
惟
、
由
二
此
二
因
一
正
見
得
し
生
。
（
大
正
証
．
一
七
二
ｂ
）

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
邪
見
や
愚
痴
の
中
に
あ
る
者
が
、
そ
の
誤
り
を
脱
し
て
い
か
に
し
て
正
し
く
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
か
。
佛
陀
に
よ
っ
て
覚
証
さ
れ
た
人
間
普
遍
の
道
理
。
そ
の
道
理
に
の
っ
と
っ
て
も
の
を
見
る
目
が
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
我
々
も
迷
妄
の
暗
黒
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
八
正
道
の
第
一
が
正
見
か
ら
始
ま
る
の
も
所
以
な
し
と
し
な

い
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
正
見
は
、
こ
こ
で
は
他
か
ら
音
を
聞
く
こ
と
、
つ
ま
り
自
己
以
外
の
他
者
か
ら
問
題
解
決
の
ヒ
ン

ト
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
、
自
ら
は
そ
れ
を
受
け
て
正
し
く
思
惟
す
る
こ
と
と
の
二
因
を
必
要
と
す
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
思
考
能
力
に
は
絶
え
ず
あ
る
種
の
限
定
が
あ
る
。
狭
い
枠
の
中
に
閉
じ
籠
り
、
自
己
憧
着
に
陥
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の

④

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
限
界
は
、
刀
が
刀
自
身
を
切
る
こ
と
が
で
き
ず
、
指
が
指
自
身
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
経
説
の
通

り
、
あ
る
限
定
の
も
と
で
の
み
も
の
を
見
、
ま
た
思
考
し
て
い
る
我
為
の
思
惟
力
の
な
せ
る
ワ
ザ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
界
が
人
間
の
も

つ
本
質
的
な
有
限
性
に
由
来
す
る
こ
と
に
誤
り
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
他
か
ら
正
し
い
指
摘
を
受
け
て
自
己
の
誤
り
を
正
し
、
或
い
は

見
失
っ
て
い
た
も
の
を
見
出
す
た
め
に
、
他
か
ら
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
吝
か
で
は
な
い
と
す
る
姿
勢
こ
そ
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
他
か
ら
の
正
し
い
指
摘
を
正
し
い
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
自
己
自
身
の
立
場
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヒ

ン
ト
を
ヒ
ン
ト
と
し
て
受
け
止
め
て
、
そ
れ
を
解
答
を
導
き
出
す
た
め
に
利
用
で
き
る
立
場
が
確
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ヒ
ン
ト
も
ヒ
ン
ト
に
な
り
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
の
正
思
惟
の
位
置
は
、
他
か
ら
の
言
音
に
勝
る
と

も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
両
々
相
い
待
っ
て
こ
そ
、
正
見
は
生
ず
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

二
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そ
れ
と
正
見
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
八
正
道
の
第
一
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
正
見
は
三
十
七
道
品
と
相
応
し
て
お
り
、
そ
の
三
十
七
道
品

は
修
得
の
浄
心
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
そ
し
て
三
十
七
道
品
が
生
ず
る
か
ら
出
世
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
世
間
心
と
出
世
心
も

性
格
が
全
く
相
違
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
は
無
始
よ
り
以
来
耐
倶
生
倶
減
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
正
思
や
正
修
、
或
い
は
正
見
を
成
り
立
た
せ
る
浄
心
は
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
正
し
く
修
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
三
十
七
道
品
と
相
応
し
て
出
世
を
礎
得
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
出
世
を
実
現
す
る
ま
で
の
間
は
、
全
く
性
格
の

異
な
る
世
間
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
世
間
心
と
は
相
応
し
な
い
形
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
は
ど
の

よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
。
全
く
異
な
る
も
の
が
異
質
の
ま
ま
で
同
時
に
存
在
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
反
発
し
あ
う
。
そ

で
は
そ
の
よ
う
な
正
見
、
も
し
く
は
正
見
を
成
立
せ
し
め
る
正
思
惟
は
、
い
か
に
し
て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
あ
っ
て
始
め

て
如
来
の
教
法
も
教
法
と
し
て
正
し
く
受
用
さ
れ
、
そ
れ
に
順
じ
て
も
の
の
是
非
善
悪
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
だ
が
世
間
と
い
わ
れ
る
顛
倒
に
し
て
虚
妄
な
状
況
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
衆
生
が
、
そ
れ
を
脱
し
て
も
の
を
正
し
く
見
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
る
と
い
わ
れ
る
そ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
。
そ
れ
が
次
の
問
題
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
『
摂
大
乗
論
』
は
、
次
の
よ
う
に
断
定
し
て
い
る
。
迷
妄
汚
濁
の
心
で
あ
る
世
間
心
な
る
も
の
は
、
そ
れ
と
相
い
反
す

る
正
思
惟
や
出
世
の
浄
品
、
或
い
は
正
見
と
は
、
相
応
し
共
生
共
減
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
性
格
が
全
く
逆
な
の
で
あ

る
か
ら
、
共
に
和
合
し
て
存
在
し
得
な
い
と
い
う
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

⑤

世
親
の
釈
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
世
間
の
心
と
は
四
諦
の
道
理
を
証
見
す
る
見
道
以
前
の
加
行
位
の
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
思
と
正

修
の
慧
な
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
未
だ
四
諦
が
証
見
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
世
間
心
で
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
四
諦
が
証
見
さ
れ
て
世

間
を
離
脱
し
た
と
こ
ろ
に
実
現
す
る
の
が
自
性
を
離
れ
た
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
修
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
浄
心
と
名
づ

け
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

で
あ
る
。
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⑥

そ
れ
に
対
し
て
世
親
の
釈
で
は
、
若
し
本
識
が
染
濁
を
対
治
す
る
出
世
の
浄
心
の
因
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
不
浄
品

の
因
と
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。
生
死
の
苦
悩
を
成
り
立
た
せ
る
不
浄
品
の
法
は
、
業
煩
悩
の
種
子
に
由
っ
て
そ
う
な
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
染
濁
で
あ
る
。
そ
の
染
濁
を
対
治
す
る
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
が
、
惑
を
除
滅
す
る
出
世
心
の
因
と
な
る
。
そ
の
よ
う
に

真
実
の
世
界
へ
の
道
を
生
み
出
し
て
惑
を
減
す
る
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
は
、
不
浄
品
の
法
と
は
異
質
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
し
本

識
が
染
濁
を
対
治
す
る
出
世
心
の
因
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
同
時
に
不
浄
品
の
因
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
解
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
．
尤
も
な
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
‐

と
こ
ろ
で
そ
の
出
世
の
浄
心
な
る
も
の
が
、
本
来
的
に
本
識
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
は
、
『
摂
大
乗
論
』
で
は
考
え
て
い
な
い
。
先

に
も
見
た
通
り
、
本
識
・
阿
梨
耶
識
が
出
世
心
の
因
で
あ
っ
た
り
、
或
い
は
何
か
の
縁
に
よ
っ
て
因
と
な
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
同
時
に
不
浄
品
の
因
と
な
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
側
面
が
本
識
に
本
来
的
に
具
備
し
て
い
る
と

は
解
さ
な
い
と
こ
ろ
に
、
こ
の
論
の
特
色
が
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
衆
生
の
現
実
を
見
れ
ば
、
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い

の
よ
う
な
関
係
が
何
を
根
拠
に
し
て
、
い
か
な
る
形
態
で
成
立
し
得
る
と
い
う
の
魚
そ
れ
に
対
し
て
論
は
、

是
故
若
離
二
一
切
種
子
果
報
誠
一
出
世
浄
心
亦
不
し
得
し
成
。
（
大
正
剖
・
一
七
三
ａ
）
，

と
述
べ
て
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
と
し
て
の
一
切
の
種
子
と
、
す
べ
て
の
業
の
結
果
で
あ
る
果
報
の
集
積
の
場
所
と
も
い
え
る
本
識
・
阿
梨

耶
識
に
よ
っ
て
こ
そ
、
出
世
の
浄
心
も
成
り
立
ち
得
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
そ
の
阿
梨
耶
識
は
、
迷
い
を
構
成
す
る
不

浄
品
の
因
で
あ
る
と
同
時
に
、
能
く
そ
の
染
濁
を
対
治
す
る
出
世
の
浄
心
の
因
へ
も
し
く
は
そ
れ
ら
の
成
立
基
盤
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
よ
う
な
矛
盾
と
も
思
わ
れ
る
相
い
反
す
る
要
素
を
同
時
に
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
は
た
し
て
可
能
な
の
か
ど
う
か
。
そ
の

う
こ
と
に
も
な
る
。

ふ
〃
ア
司
刀
〉
．
『
口
、
》
．
、
ゾ
拓
一
↑
フ
、
雁
作
、
Ｉ
く
、
、
１
値
八
、
寺
利

こ
と
が
次
に
問
題
と
な
っ
て
く
る

惑
業
苦
の
無
限
の
輪
転
の
中
に
流
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
業
煩
悩
の
種
子
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
益
々
流
さ
れ
て
い
く
の
が
本
識

20



の
本
質
的
あ
り
方
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
闇
か
ら
闇
へ
と
坊
僅
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
を
導
き
出
し
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
を
対
治
す
る

は
た
ら
き
が
そ
の
現
実
の
中
か
ら
自
然
に
生
み
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
な
ど
、
あ
り
得
る
は
ず
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

で
は
出
世
の
浄
心
は
い
か
に
し
て
本
識
と
関
係
す
る
の
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
こ
の
論
は
、

最
清
浄
法
界
所
し
流
正
聞
重
習
為
二
種
子
一
故
、
出
世
心
得
し
生
。
（
大
正
訓
・
一
七
三
ｂ
）

と
説
明
し
て
い
る
。
最
清
浄
の
法
界
よ
り
流
れ
出
し
た
と
こ
ろ
の
教
法
を
、
正
し
く
聞
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
本
識
に
窯
習
し
て

種
子
と
な
り
、
世
間
を
出
ず
る
浄
心
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
世
間
の
迷
妄
心
自
身
の
中
か
ら
、
そ
れ
を
超
え
る

心
が
生
じ
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
に
そ
の
原
因
を
認
め
る
ほ
か
は
な
い
。

そ
し
て
事
実
、
佛
陀
世
尊
を
初
め
と
し
て
、
そ
の
跡
を
継
い
だ
幾
多
の
求
道
者
の
歩
み
を
み
れ
ば
、
迷
妄
の
闇
黒
の
中
か
ら
人
類
永
遠

の
真
理
を
目
指
し
て
道
を
求
め
、
遂
に
そ
の
道
を
完
成
せ
し
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
疑
い
も
な
い
歴
史
の
現
実
の
あ
る
こ
と
は
、
否
定

し
よ
う
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
し
て
か
か
る
事
実
が
成
立
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
を
求
め
て
湖
及
し
て
い
け
ば
、
迷
妄
と
は
異
質

の
世
界
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
る
ほ
か
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
著
名
に
し
て
か
つ
示
唆
に
富
ん
だ
問
題
提
起
は
、
そ
の
ま
ま
首
肯
し
得
る
ほ
ど
簡
単
な
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

先
ず
第
一
の
疑
問
は
、
仮
り
に
教
法
が
浄
法
界
か
ら
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
正
し
く
聞
く
こ
と
が
、
闇
の
中
に
あ

り
耳
の
閉
さ
れ
た
状
態
に
あ
る
者
に
と
っ
て
、
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
教
法
を
正
し
く
聞
き
取
れ
な
い
者
と
し
て
生

夛
勤

き
て
い
る
た
め
に
＄
闇
の
中
に
沈
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
迷
え
る
衆
生
の
現
実
で
あ
る
。
真
実
を
真
実
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
力

で
き
ず
、
虚
偽
で
し
か
な
い
も
の
を
虚
偽
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
無
限
の
暗
黒
の
中
を
坊
僅
わ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
者
が
ど
う
し
て
教
法
を
正
し
く
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
全
く
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

世
親
の
釈
で
は

正
聞
者
、
一

心
恭
敬
、
無
倒
聴
聞
。
従
二
此
正
聞
一
六
種
薫
習
義
於
二
本
識
中
一
起
。
出
世
心
若
生
、
必
因
し
此
得
し
生
。
（
大
正
剖
・
一
七
皿



と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
は
大
変
重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
へ
の
関
心
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
が
、
何
と
い
っ
て
も
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立

す
る
聞
慧
の
重
習
が
、
い
か
に
し
て
凡
夫
の
現
実
の
中
で
成
長
し
発
展
し
得
る
の
か
、
そ
れ
を
支
え
る
基
盤
と
も
な
る
と
思
わ
れ
る
阿
梨

耶
識
と
、
聞
慧
の
薫
習
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
る
の
か
。
そ
の
こ
と
の
方
が
よ
り
主
要
な
課
題
と
な
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
そ

の
問
題
に
対
し
て
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
み
る
と
、
此
の
聞
慧
の
車
習
は
阿
梨
耶
識
と
同
性
な
の
か
、
そ
れ
と
も
性
格
的
に
は
異
質
な
の
か
と

い
う
こ
と
が
、
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
く
る
。

何
故
な
ら
、
も
し
こ
の
索
習
さ
れ
た
聞
慧
が
阿
梨
耶
識
と
同
一
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
同
性
の
阿
梨

耶
識
を
対
治
し
否
定
す
る
は
た
ら
き
を
な
す
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
矛
盾
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
同
じ
で
な
い

と
す
れ
ば
、
異
質
の
も
の
が
阿
梨
耶
識
に
惠
習
す
る
と
い
う
の
は
、
お
か
し
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
窯
習
が
成
り
立
つ
か
ぎ
り
、

両
者
の
間
に
は
あ
る
種
の
共
通
の
素
地
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
な
し
に
異
質
の
ま
ま
で
軍
習
す
る
と
い
う
な
ら
、
阿
梨

と
解
説
し
、
専
心
に
恭
敬
し
て
顛
倒
す
る
こ
と
な
く
聴
聞
す
る
こ
と
が
正
聞
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
清
浄
な
る

教
法
が
本
識
の
中
に
重
習
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
出
世
心
が
生
ず
る
と
述
べ
て
い
る
。
或
い
は
出
世
心
が
生
じ
た
と
す
れ
ば

．
⑦

必
ず
こ
の
正
聞
に
よ
る
と
い
う
の
が
、
世
親
の
理
解
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
今
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
．
心
恭
敬
無
倒
聴
聞
」
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ

そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
生
み
出
し
得
な
い
状
況
の
中
に
あ
る
流
転
の
衆
生
に
と
っ
て
、
い
か
に
し
て
そ
れ
が
可
能
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
疑
問
に
対
し
て
は
『
摂
大
乗
論
』
自
身
も
世
親
の
釈
も
、
こ
の
箇
処
で
は
沈
黙
し
て
何
ら
答
え
る
こ
と
は
な
い
。

五
性
各
別
説
が
出
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
己
に
こ
こ
に
胚
胎
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
二
、
ノ
ノ

’
二
１
１
世

三

ワワ
ー“



耶
識
以
外
の
何
を
根
拠
と
し
て
そ
れ
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
『
摂
大
乗
論
」
は
、

若
是
阿
梨
耶
識
性
、
云
何
能
成
二
此
識
対
治
種
子
記
若
不
同
性
、
此
聞
慧
種
子
以
二
何
法
一
為
二
依
止
毛
（
大
正
凱
・
一
七
三
ｂ
）

と
設
問
し
、
そ
れ
に
対
し
て
世
親
の
釈
は
、

若
是
本
識
性
、
云
何
自
性
能
作
二
対
治
《
滅
二
於
自
性
毛
若
不
同
性
、
此
聞
慧
惠
習
、
応
三
別
有
二
依
止
↓
（
大
正
剖
・
一
七
三
ｂ
）

と
注
釈
す
る
。
つ
ま
り
同
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
自
身
が
そ
れ
自
身
を
否
定
す
る
と
い
う
関
係
、
い
わ
ば
先
の
例
に
従
え
ば
、
指
が

指
自
身
を
指
し
示
し
た
り
、
刀
が
刀
自
身
を
切
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
矛
盾
し
た
関
係
に
な
っ
て
、
事
実
上
成
り
立
つ
は
ず
も

な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
ま
た
逆
に
同
じ
で
は
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
聞
慧
の
薫
習
は
阿
梨
耶
識
と
は
別
の
依
り
処
を
も
つ
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
設
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
論
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。

至
二
諸
佛
無
上
菩
提
位
一
是
聞
慧
重
習
生
↑
随
在
二
一
依
止
処
《
此
中
共
二
果
報
識
一
倶
生
。
（
大
正
訓
・
一
七
三
ｂ
）

こ
の
文
に
対
す
る
世
親
の
釈
に
よ
れ
ば
、
聞
慧
の
車
習
と
い
う
も
の
は
、
菩
薩
の
十
信
の
位
か
ら
無
上
菩
提
に
至
る
ま
で
の
間
、
相
続

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
六
道
を
流
転
し
て
い
る
状
態
の
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
都
度
の
一
の
五
陰
身
を
依
止
処
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ

於
二
六
道
身
中
『
与
二
本
識
一
倶
生
相
続
不
し
尽
、
雌
下
与
二
本
識
一
不
同
性
上
而
与
二
本
識
一
倶
生
。
（
大
正
瓢
．
一
七
三
ｂ
）

と
な
っ
て
、
本
識
と
共
に
生
じ
相
続
し
て
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
聞
重
習
は
果
報
識
で
あ
る
本
識
と
は
異
質
の
も
の
で
同
性
で
は

な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
本
識
と
流
転
を
共
に
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
状
態
は
丁
度
水
と
乳
と
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

両
者
は
そ
の
性
質
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
あ
る
種
の
調
和
を
保
っ
て
和
合
し
倶
生
し
得
る
。
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
も
聞
重
習
は
本
識
を
対
治
す
る
は
た
ら
き
を
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
異
質
性
は
敵
対
関
係
に
あ
る
ほ
ど
に
異
質
な
の
で
あ
る

の
場
合
に
は
、
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が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
は
、
相
い
離
れ
る
こ
と
な
く
同
時
性
を
も
っ
て
恒
に
倶
起
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
も
の
を
水
と
乳
と
の
関
係
に
害
え
る
と
い
う
の
は
、
害
哺
一
分
と
は
い
い
な
が
ら
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
寄
生
虫
と
そ
の
母
体
、
も
し
く
は
胃
と
胃
液
な
ど
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
相
手
を
否
定
す
る
要
素
を
も
ち
な
が
ら
、
同
時
に
存
在

し
て
い
る
関
係
と
し
て
考
え
る
方
が
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
異
質
の
も
の
が
和
合
し
て
い
る
と
い
う
関
係
だ
け
か

ら
い
え
ば
、
巧
み
な
害
え
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

流
動
性
と
い
う
あ
る
種
の
共
通
項
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
水
と
油
と
の
関
係
の
よ
う
な
並
列
的
な
あ
り
方
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
混
然

一
体
と
し
て
融
合
し
て
い
る
。
し
か
も
性
質
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
間
栗
習
は
本
識
阿
梨
耶
識
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
、
重
要
な
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
、
全
く
の
敵
対
関
係
に
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
両
者
は
完
全
に
和
合
し
て
い
る
と
い
う
関
係

で
書
え
得
る
も
の
は
、
差
し
あ
た
っ
て
思
い
つ
く
尋
へ
く
も
な
い
ほ
ど
微
妙
な
関
係
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
。
毒
と
薬
の
関
係
に
誓
え

⑧

て
い
る
無
性
の
釈
が
多
少
と
も
参
考
に
な
る
所
以
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
敵
対
関
係
と
し
て
の
側
面
が
あ
ま
り
浮
き
彫
り
に
さ
れ

て
い
な
い
点
を
除
け
ば
、
阿
梨
耶
識
と
間
車
習
の
関
係
は
、
こ
の
譽
哺
に
よ
っ
て
坊
佛
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
は
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
聞
軍
習
は
、
要
す
る
に
こ
の
論
に
お
い
て
は
、

是
聞
重
習
若
下
中
上
品
、
応
し
知
是
法
身
種
子
。
（
大
正
瓢
．
一
七
三
ｃ
）

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
身
種
子
で
あ
る
こ
と
が
重
要
な
視
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
が
法
身
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
世
親
の

釈
で
は
転
依
が
法
身
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
相
は

成
二
熟
修
三
習
十
地
及
波
羅
蜜
一
出
離
転
依
功
徳
為
し
相
。
（
大
正
釘
・
一
七
三
ｃ
）

と
さ
れ
て
い
る
。
誤
っ
た
依
り
処
を
正
し
い
も
の
に
転
換
せ
し
め
る
は
た
ら
き
が
法
身
で
あ
る
。
そ
れ
は
十
地
な
り
、
十
も
し
く
は
六
波

羅
蜜
と
い
う
大
乗
の
修
道
形
態
に
お
い
て
、
そ
れ
を
修
習
し
成
熟
し
て
出
離
を
完
成
し
、
転
依
を
可
能
な
ら
し
め
る
具
体
的
な
あ
り
方
を

な
す
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
修
道
に
よ
っ
て
転
依
を
完
成
す
る
は
た
ら
き
が
法
身
な
の
で
あ
り
、
そ
の
種
子
が
間
薫
習
で
あ
る
と

24



法
身
と
い
え
ば
、
流
転
の
現
実
を
超
え
出
た
所
謂
出
世
間
の
普
遍
的
超
越
的
真
理
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
だ
が
そ
の
意
味
で
の

超
越
的
真
理
と
い
う
面
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
迷
妄
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
衆
生
を
よ
く
転
換
せ
し
め
る
は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
法
身
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
法
身
の
超
越
性
と
い
っ
て
も
衆
生
の
現
実
を
離
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
指
摘

に
違
い
な
い
が
、
ま
さ
し
く
正
鵠
を
得
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
法
身
の
種
子
が
、
間
車
習
と
し
て
衆
生
の
流
転
を
構
成
す
る
本
識
と
和
合
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
れ
を
転
ず
る
と
い
う
説
に

は
ハ
ど
う
し
て
も
そ
の
ま
ま
で
は
認
め
に
く
い
部
分
が
残
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
り
検
討
を
加
え
ね
ば
な
ら
ぬ
点
で
あ
る
。

一
度
、
問
薫
習
が
成
立
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
以
後
本
識
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
あ
り
得
る
の
か
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ほ
ど
の
困
難
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
肝
心
の
成
立
の
機
微
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
甚
だ
暖
味
な
叙
述
し
か
み
ら
れ
な
い

と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
う
の
で
あ
る
。

子
で
あ
っ
て
い
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
諸
点
を
解
明
す
る
手
が
か
り
に
、
多
少
と
も
な
る
か
と
思
わ
れ
る
も
の
は
↑
世
親
釈
に
み
ら
れ
る
次
の
文
で
あ
る
。

間
巽
習
正
是
五
分
法
身
種
子
。
聞
重
習
是
行
法
未
し
有
、
而
有
二
五
分
法
身
記
亦
未
し
有
而
有
故
、
正
是
五
分
法
身
種
子
。
聞
重
習
但

是
四
徳
道
種
子
。
四
徳
道
能
成
顕
二
四
徳
壬
四
徳
本
来
是
有
。
不
し
従
二
種
子
一
生
従
し
因
作
し
名
故
称
二
種
子
実
大
正
釦
．
一
七
四
ａ
）

間
薫
習
は
法
身
の
種
子
で
あ
る
と
い
う
先
述
の
主
題
を
展
開
さ
せ
つ
つ
、
正
し
く
教
法
を
聞
く
こ
と
が
で
き
八
そ
れ
を
受
用
で
き
る
も

の
が
法
身
の
種
子
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
考
え
方
は
肯
け
な
い
こ
と
は
な
い
。
正
し
く
教
法
を
受
用
で
き
る
も
の
は
法
身
の
種

そ
し
て
間
薫
習
の
成
り
立
つ
雲
習
の
行
法
が
ま
だ
な
い
場
合
に
も
、
法
身
そ
の
も
の
は
有
る
。
だ
か
ら
行
法
の
有
り
得
な
い
時
に
も
已

四
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以
上
は
、
そ
う
い
っ
た
事
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
説
明
に
は
な
っ
て
も
、
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う
な
事
実
が
成
り
立
つ
の
か
と
い
う

問
い
へ
の
答
え
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
世
間
の
法
で
あ
り
つ
つ
世
間
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
理
由
を
、
す
で
に
世
間
を
超

え
て
い
る
法
身
に
帰
し
て
、
そ
こ
に
属
し
そ
こ
か
ら
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
世
間
に
あ
り
つ
つ
世
間
を
超
え
る
心
を

を
成
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
》

成
ず
る
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

正
し
い
教
法
と
は
最
清
浄
の
法
界
よ
り
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
先
に
み
た
説
を
一
歩
超
え
て
、
こ
こ
で
は
聞
惠
習
そ
の
も
の
が

最
清
浄
の
法
界
よ
り
流
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
流
転
を
構
成
す
る
本
識
と
は
本
質
的
に
性
格
を
異
に

し
て
、
は
っ
き
り
と
法
身
に
属
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
因
と
し
て
も
果
と
し
て
も
本
識
と
は
異
な
る
性
質
の
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
異
質
性
は
単
な
る
異
質
な
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
共
通
性
を
保
持
し
た
上
で
の
異
質
で
あ
る
。
そ

の
点
が
世
間
に
あ
り
な
が
ら
出
世
心
を
成
ず
る
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
間
雲
習
そ
の
も
の
は
本
来
的
に
は
世
間
に
属
す
る
も
の

と
い
わ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

あ
る
。

に
有
る
も
の
と
し
て
み
れ
ば
、
法
身
の
種
子
と
な
り
得
る
の
が
間
襄
習
で
あ
る
と
解
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
誤
り
と
は
い
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。

所
謂
「
未
有
而
有
」
「
本
来
是
有
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
間
菫
習
が
法
身
の
種
子
で
あ
る
こ
と
は
一
応
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
法
身
に
属
し
そ
の
四
徳
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
種
子
と
名
づ
け
ら
る
べ
き
位
置
づ
け
を
得
る
と
い
っ
て
い
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
え
方
を
裏
づ
け
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
論
の
「
出
世
最
清
浄
法
界
流
出
故
」
を
注
釈
す
る
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
左
の
文
で

世
親
の
釈
で
は
、
た
と
え
ば
意
識
は
世
間
の
法
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
能
く
四
諦
の
真
如
に
通
達
し
て
そ
の
障
り
を
対
治
し
て
出
世
心

成
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
間
票
習
も
ま
た
世
間
の
法
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
因
果
共
に
出
世
の
法
で
あ
る
か
ら
、
出
世
心
を

識
壬
（
大
正
皿
．
一
七
四
ａ
）

是
聞
車
習
従
二
最
清
浄
法
界
一
流
出
故
、
不
し
入
二
本
識
性
愛
此
顕
三
法
身
為
二
間
重
習
因
↓
聞
菫
習
因
異
二
本
識
や
聞
車
習
果
亦
異
二
本
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成
じ
得
る
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
種
子
は
、

此
種
子
出
世
浄
心
未
し
起
時
、
一
切
上
心
惑
対
治
。
（
大
正
瓢
・
一
七
四
ａ
）

と
い
わ
れ
て
い
る
。
世
親
の
釈
に
よ
れ
ば
、
此
の
問
薫
習
は
そ
れ
自
身
が
明
了
の
正
理
で
あ
る
か
ら
、
諸
塵
の
過
患
を
知
り
、
そ
の
非
道

理
性
に
対
し
て
厭
悪
を
生
ず
る
。
そ
の
厭
悪
心
が
能
く
上
心
の
惑
を
対
治
す
る
。
そ
れ
が
間
薫
習
の
功
能
で
あ
る
か
ら
、
諸
塵
や
非
理
を

厭
悪
し
対
治
す
る
は
た
ら
き
を
種
子
と
名
づ
け
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
菩
薩
の
未
知
欲
知
根
が
出
世
の
浄
心
と
名
づ
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
心
が
未
だ
起
ら
な
い
時
に
は
、
間
重
習
は
間
思
慧
の
位
に
属
し
、
聞
思
の
位
の
中
に
あ
る
。
そ
の
聞
思
の
慧
の
未

だ
得
ら
れ
な
い
時
に
は
↑
煩
悩
が
現
行
し
て
悪
業
を
生
じ
悪
道
の
報
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
だ
生
ぜ

ざ
る
煩
悩
と
業
の
果
報
と
は
す
べ
て
起
ら
な
く
な
る
と
説
明
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
菩
薩
が
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
、
も
し
く
は
明
ら

か
で
な
い
も
の
を
知
り
た
い
と
欲
う
心
、
そ
れ
こ
そ
が
出
世
の
浄
心
で
あ
る
と
す
る
理
解
に
は
首
肯
す
べ
き
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ

の
生
ず
る
以
前
に
も
煩
悩
を
厭
悪
し
対
治
す
る
種
子
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
上
心
と
し
て
現
行
し
て
い
る
惑
を
対
治
す
る
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
。
つ
ま
り
煩
悩
を
対
治
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
出
世
の
浄
心
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
出
世
の
浄
心
以
前
に
対
治
の
種
子
を
設
定
し
、
そ
れ
は
間
窯
習
自
身
が
明
了
の
正
理
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
煩
悩
の
過
患
を
知
っ

て
そ
れ
を
厭
う
心
を
生
じ
得
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
抹
の
疑
問
を
感
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
出
世
の
浄
心
の
起
ら
な
い
前
に
は
、
間
薫
習
は
単
に
位
と
し
て
聞
思
の
慧
に
属
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
慧
が
生
ず
れ

ば
悪
業
煩
悩
は
す
、
へ
て
断
ぜ
ら
れ
る
と
す
る
主
張
に
も
、
直
ち
に
納
得
で
き
な
い
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
聞
思
の
慧
と
出
世
の
浄

心
と
は
質
的
に
同
じ
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
聞
思
の
慧
の
生
ず
る
時
に
は
、
出
世
の
浄
心
も
生
じ
て
い
る
と
す
今
へ
き
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
煩

悩
も
断
ぜ
ら
れ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
に
解
し
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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此
即
此
阿
梨
耶
識
界
、
以
レ
解
為
し
性
。
此
界
有
二
五
義
手
…
：
（
大
正
釘
．
一
五
六
ｃ
）

と
さ
れ
る
場
合
の
「
以
解
為
性
」
が
解
性
と
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
あ
る
か
ら
迷
い

の
諸
道
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
あ
る
か
ら
混
藥
を
証
得
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
す
る
一
切
法
の
依
止
と
し
て
の
界
が
、
阿
梨
耶
識
の
界
で

を
釈
し
て

右
の
よ
う
な
疑
問
は
残
る
に
せ
よ
、
『
摂
大
乗
論
』
で
は
間
顯
習
に
よ
っ
て
の
み
開
発
さ
れ
る
出
世
の
浄
心
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
こ
と
に
誤
り
は
な
い
。
そ
し
て
出
世
の
浄
心
と
い
わ
れ
る
ゞ
へ
き
も
の
は
、
単
な
る
聞
思
の
慧
と
は
違
っ
て
、
菩
薩
の
未

知
欲
知
根
と
い
う
非
常
に
意
思
的
積
極
的
な
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
已
に
菩
薩
の
未
知
欲

知
根
な
の
で
あ
っ
て
、
凡
夫
の
そ
れ
で
は
な
い
。
そ
こ
に
こ
の
心
の
特
色
を
こ
そ
見
る
零
へ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

か
く
て
こ
の
論
に
お
い
て
は
、
本
識
阿
梨
耶
識
と
非
本
識
で
あ
る
出
世
の
浄
心
も
し
く
は
間
重
習
と
は
、
体
そ
の
も
の
に
差
違
が
あ
る

と
し
＄
共
起
共
減
し
な
が
ら
一
方
が
増
せ
ば
一
方
は
減
ず
る
と
い
う
関
係
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
な
っ
て
く
る
。
教
法
を
聞
け
ば
聞
く
ほ

ど
思
修
の
慧
も
増
え
、
そ
の
よ
う
に
し
て
増
広
す
る
間
薫
習
に
よ
っ
て
、
世
俗
的
な
迷
妄
を
依
り
処
と
し
て
い
る
衆
生
が
、
そ
の
凡
夫
の

依
を
転
じ
て
聖
な
る
流
れ
に
預
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
の
聖
人
の
依
と
は

聖
人
依
者
、
聞
車
習
与
二
解
性
一
和
合
、
以
修
此
為
し
依
一
切
聖
道
皆
依
レ
此
生
。
（
大
正
剖
・
一
七
五
ａ
）

と
さ
れ
て
、
真
諦
訳
の
世
親
釈
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
の
「
解
性
」
な
る
も
の
が
、
は
た
し
て
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
種
々
の

⑨

異
論
を
生
み
出
す
切
掛
け
と
な
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
衆
名
章
に
引
用
さ
れ
た
『
大
乗
阿
毘
達
磨
経
』
の
偶
、

此
界
無
始
時
一
切
法
依
止
若
有
諸
道
有
、
及
有
レ
得
二
浬
藥
一
（
大
正
鉦
．
一
五
六
ｃ
）

五
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⑩

あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
を
解
説
す
る
に
つ
い
て
の
「
界
の
五
義
」
が
、
後
に
巻
第
十
五
で
「
法
界
の
五
義
」
と
し
て
述
乗
へ
ら
れ
る
も

⑪

の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
『
佛
性
論
』
等
に
お
い
て
は
「
如
来
蔵
の
五
義
」
と
い
わ
れ
て
、
『
勝
童
経
」
と
も
関
係
し
て
く

る
こ
と
か
ら
み
て
、
よ
り
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
問
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
、
『
摂
大
乗
論
』
に
お
け
る
自
性
清
浄
心
の
原
形
と
解
し
得
る
も
の
の
論
考
の
お
お
よ
そ
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
だ
が
先
述
の
通
り
、
世
間
に
あ
り
つ
つ
世
間
を
超
え
る
心
と
し
て
の
間
重
習
と
、
そ
れ
を
一
歩
進
め
た
も
の
と
し
て
の
出
世
の
浄

心
と
の
関
係
は
、
必
ず
し
も
明
確
に
な
っ
た
と
い
え
な
い
ま
ま
で
終
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
い
か
に
し
て
迷
い
の
中
に
あ
る
衆
生
が
、

聞
慧
も
し
く
は
出
世
の
浄
心
を
開
発
し
得
る
の
か
、
或
い
は
浄
心
と
は
い
え
な
い
形
で
の
浄
心
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
聞
垂
習
と
は
、
ど

の
よ
う
に
理
解
す
る
の
が
最
も
正
し
い
の
か
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う

な
考
え
方
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
点
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
単
に
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
、
実
際
に
は
そ

う
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
を
さ
え
含
む
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
無
性
有
情
の
問
題
で
あ
る
。
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
微
妙
で
あ
り

複
雑
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
簡
単
に
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
は
そ
の
ま
ま
で
終
っ
て
し
ま
う
こ
と

複
雑
で
あ
る
。
そ
の
”

に
も
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
の
疑
問
は
、
問
う
ま
で
も
な
い
も
の
と
し
て
、
こ
の
論
で
は
無
視
さ
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
よ
り
も
真
実
の

教
法
を
聞
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
問
重
習
を
育
成
し
て
早
く
解
脱
を
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
問
題
を
解
決

し
な
く
と
も
、
事
実
と
し
て
衆
生
の
中
に
は
転
迷
開
悟
し
て
そ
の
依
を
転
ず
る
者
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と

す
る
の
が
『
摂
大
乘
論
』
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
こ
れ
が
大
乗
の
阿
毘
達
磨
に
お
い
て
採
り
上
げ
ら
れ
、
あ

く
ま
で
も
も
の
の
道
理
と
し
て
の
法
に
対
し
て
、
そ
れ
と
対
応
す
る
形
で
腰
昧
な
点
を
少
し
で
も
解
消
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
か

ぎ
り
、
先
に
い
う
問
題
を
無
視
し
て
い
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
意
味
あ
い
か
ら
、
こ
の
問
題
と
取
組
む
こ
と
に
な
る
の
が
、
『
成
唯
識
論
』
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
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で
き
る
。
或
い
は
そ
こ
で
も
明
確
に
な
ら
な
い
た
め
に
、
『
大
乗
起
信
論
』
の
は
た
す
役
割
が
大
き
く
浮
び
上
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
こ

と
に
な
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
日
を
期
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

註
①
華
厳
経
巻
第
四
十
四
（
大
正
９
．
六
七
九
ｃ
）
「
是
諸
功
徳
、
不
示
与
二
声
聞
辞
支
佛
一
共
埜
以
一
是
因
縁
↓
諸
大
弟
子
、
不
し
見
不
レ
間
、
不
し
入
不
レ
知
、

不
し
覚
不
レ
念
、
不
し
能
一
一
遍
観
↓
亦
不
レ
生
し
意
」
に
よ
る
。
普
通
「
如
聾
如
唖
」
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
経
文
に
対
す
る
探
玄
記
巻
第
十
八
（
大
正
妬

・
四
四
七
ｂ
）
の
釈
は
「
如
聾
如
盲
」
で
あ
る
。

②
起
信
論
義
記
巻
下
本
（
大
正
“
・
二
七
四
ａ
）
で
は
「
無
有
自
性
者
、
明
二
妄
染
無
体
《
返
し
之
即
顕
二
自
性
清
浄
心
一
也
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

③
探
玄
記
巻
第
十
八
（
大
正
妬
．
四
五
六
ａ
）
に
は
摂
大
乗
論
の
言
葉
と
し
て
で
は
な
く
「
又
弁
法
師
云
、
聞
重
与
二
解
性
一
和
合
、
転
成
聖
人
依
一

故
、
入
二
発
心
体
一
也
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。

④
入
傍
伽
経
巻
第
十
（
大
正
蛆
．
五
七
八
ｃ
）
に
「
如
下
刀
不
二
自
割
『
指
亦
不
酔
自
指
上
如
三
心
不
二
自
見
『
其
事
亦
如
し
是
」
と
あ
る
。

⑤
摂
大
乗
論
釈
巻
第
三
（
大
正
瓢
．
一
七
二
Ｃ
）
。
笈
多
訳
（
大
正
釧
・
二
八
一
ａ
）
、
玄
英
訳
（
大
正
剖
・
三
一
三
ｂ
）
に
は
こ
の
よ
う
な
釈
し
方

⑥
前
同
（
大
正
瓠
．
一
七
三
ａ
）
。
尚
、
こ
の
箇
処
は
無
性
釈
で
は
、
論
の
「
復
次
云
何
一
切
種
子
異
熟
果
識
為
二
雑
染
因
《
復
為
一
出
世
能
対
治
彼

浄
心
種
子
一
」
に
対
す
る
も
の
と
し
て
「
此
顕
一
皐
党
無
し
有
一
道
理
『
未
画
曾
見
三
有
し
毒
為
一
甘
露
↓
阿
頼
耶
識
猶
如
毒
薬
ご
云
何
能
生
二
出
世
甘
露
清

浄
之
心
一
」
（
大
正
誕
・
三
九
四
ｂ
）
と
あ
り
、
あ
る
意
味
で
明
確
な
注
釈
と
な
っ
て
い
る
。

⑦
参
考
ま
で
に
無
性
釈
を
あ
げ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
最
清
浄
法
界
者
、
諸
佛
法
界
永
離
二
一
切
客
塵
障
一
故
。
言
等
流
者
、
謂
従
一
一
法
界
一
所
し
起

教
法
、
無
倒
聴
聞
如
レ
是
教
法
故
、
名
二
正
聞
奎
依
一
一
此
正
聞
所
起
惠
習
《
是
名
二
顯
習
至
即
此
顛
習
能
生
一
出
世
無
漏
之
心
一
名
為
一
種
子
壬
如
し
是
種
子

非
二
阿
頼
耶
識
一
是
未
レ
骨
し
得
故
。
」
（
大
正
瓠
．
三
九
四
Ｃ
）

③
無
性
釈
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
与
彼
和
合
倶
転
猶
如
水
乳
者
、
此
聞
重
曹
雛
〉
非
二
彼
識
『
而
寄
一
識
中
一
与
レ
識
倶
転
。
然
非
阿
頼
耶

識
者
、
謂
此
聞
垂
曹
是
出
世
心
種
子
、
非
一
一
阿
頼
耶
識
自
性
↓
亦
非
一
一
彼
種
子
『
但
就
倶
転
不
二
相
離
一
性
、
許
是
唯
識
。
是
彼
対
治
種
子
性
故
者
、
是

阿
頼
耶
識
対
治
、
無
分
別
智
因
性
故
。
義
如
三
種
種
物
和
一
雑
庫
蔵
手
如
二
種
種
毒
所
〉
雑
仙
薬
『
如
下
有
一
一
衆
病
一
服
牢
阿
伽
陀
上
誰
示
与
一
議
毒
多
時
倶

転
辱
然
此
良
薬
非
二
彼
毒
自
性
『
亦
非
一
一
毒
種
子
『
此
聞
雲
習
種
子
亦
爾
」
（
大
正
弘
三
九
四
ｃ
）

⑨
た
と
え
ば
近
年
の
論
考
を
見
る
だ
け
で
も
次
の
も
の
が
あ
る
。

は
み
ら
れ
な
い
。
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佐
を
木
月
樵
編
著
『
摂
大
乗
論
」
上
篇
諭
三
○
’
三
一
頁

宇
井
伯
寿
著
「
摂
大
乗
論
研
究
』
三
四
一
頁
ｌ

上
田
義
文
箸
『
佛
教
思
想
史
研
究
』
二
四
五
頁
ｌ

田
中
順
照
著
『
空
観
と
唯
識
観
」
二
一
五
頁

⑩
摂
大
乗
論
釈
巻
第
十
五
（
大
正
剖
・
二
六
四
ｂ
）

⑪
佛
性
論
巻
第
二
（
大
正
証
・
七
九
六
ｂ
）
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