
よ
り
一
層
に
限
定
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
個
体
と
し

て
の
存
在
を
形
成
し
維
持
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
存
在
の
意

味
を
設
定
す
る
な
ら
ば
、
人
間
と
い
う
存
在
も
ま
た
限
定
し
続
け

て
い
く
こ
と
が
、
生
存
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
し
か
し

そ
こ
に
は
、
限
定
す
る
と
い
う
作
用
そ
れ
自
体
を
限
定
す
る
と
い

う
矛
盾
が
、
既
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
生
存
を

続
け
て
い
く
こ
と
が
そ
の
ま
ま
、
生
存
の
限
界
を
認
め
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
こ
と
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
必
然
的

に
、
限
定
す
る
以
前
へ
向
っ
て
の
、
あ
る
い
は
限
定
す
る
こ
と
の

な
い
と
こ
ろ
へ
の
希
求
を
引
き
起
す
こ
と
に
な
る
。
人
間
の
そ
の

よ
う
な
希
求
を
、
広
義
に
お
い
て
宗
教
性
と
み
る
な
ら
ば
、
人
間

が
生
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
そ
の
背
後
に
宗
教
性
が
具
わ
っ

吉
蔵
の
注
疏
に
み
ら
れ
る
宗
教
的
課
題

一

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
た
だ
し
生
存
に
限
界
を
み
な

い
限
り
は
、
そ
の
宗
教
性
は
顕
現
し
て
こ
な
い
こ
と
に
な
る
。

吉
蔵
は
多
く
の
経
論
に
注
疏
を
著
わ
し
た
が
、
そ
の
い
ず
れ
の

著
述
の
中
で
も
、
常
に
無
所
得
中
道
を
標
傍
し
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
無
所
得
中
道
と
い
う
こ
と
と
、
そ

れ
を
表
わ
す
に
至
る
諸
論
議
、
例
え
ば
四
重
二
諦
義
の
如
き
方
式

が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
伝
統
的
な
三
論
学
派
の
説
を
継
承

し
た
も
の
と
み
な
そ
う
と
も
、
他
学
派
の
所
説
を
破
邪
す
る
こ
と

で
中
道
を
顕
正
す
る
と
い
う
基
本
的
な
姿
勢
か
ら
も
、
吉
蔵
の
注

釈
法
の
一
論
理
形
式
と
し
て
眺
め
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
た
だ
表
現
形
式
と
の
み
理
解
す
る
限
り
、
そ
れ
は
一
注
疏

に
十
分
に
そ
の
論
理
を
披
瀝
す
れ
ば
事
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

れ
を
諸
経
論
に
亘
っ
て
同
じ
形
式
の
注
釈
を
繰
返
す
の
は
、
徒
労

に
過
ぎ
ず
蛇
足
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
果
し
て
そ
の

三
桐
慈
海
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よ
う
に
の
み
眺
め
て
す
む
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
も
し
無
所
得

中
道
の
標
傍
を
、
深
い
宗
教
性
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら

ば
、
著
わ
さ
れ
た
多
く
の
注
疏
の
二
が
、
吉
蔵
自
身
の
宗
教
性

を
そ
れ
ぞ
れ
の
上
に
確
か
め
て
い
っ
た
道
程
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
そ
れ
が
言
い
得
る
た
め
に

は
、
中
道
を
表
わ
す
に
至
る
諸
論
議
の
上
に
も
、
同
様
に
宗
教
性

を
見
出
し
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

中
国
に
佛
教
が
伝
え
ら
れ
て
よ
り
、
そ
の
大
乗
思
想
が
主
流
を

な
し
て
い
っ
た
理
由
を
、
い
く
つ
か
数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
既
に
在
来
の
文
化
の
中
で
培
わ
れ

て
き
た
思
想
と
の
共
通
性
に
よ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は

佛
典
の
注
疏
の
中
に
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
、
無
為
・
日

損
・
忘
筌
な
ど
の
語
が
示
す
よ
う
に
、
道
家
の
思
想
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
概
念
が
否
定
さ
れ
る
世
界
と
概
念
と
を
、
ど
の
よ
う
に
し

て
道
に
お
い
て
一
致
さ
せ
る
か
が
、
問
題
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
ま
た
中
国
佛
教
の
上
で
も
当
然
大
き
な
課
題
と
な

っ
て
い
っ
た
。
佛
教
に
お
け
る
真
理
も
言
忘
慮
絶
で
あ
り
、
し
か

も
そ
の
世
界
を
示
す
に
は
、
教
法
と
し
て
言
語
で
も
っ
て
表
現
せ

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
殊
に
法
華
経
や
維
摩
経
に

は
真
実
と
方
便
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
真
理
と
教

法
の
一
致
を
ど
の
よ
う
に
論
ず
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
宗
を
異
に

経
典
の
証
信
序
の
初
句
「
如
是
我
聞
」
の
解
釈
は
、
智
度
論
に

①

「
佛
法
大
海
、
信
為
能
入
、
智
為
能
度
。
如
是
者
即
是
信
也
・
」

と
示
さ
れ
て
い
る
。
吉
蔵
が
著
わ
し
た
経
疏
は
、
引
証
す
る
経
論

や
注
釈
の
手
順
に
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
～
こ
の
智
度
論
の
解
釈

に
依
止
し
て
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
論
旨
を
以
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は

言
う
迄
も
な
い
。
法
華
義
疏
巻
第
一
で
は
↑
ま
ず
「
諸
経
は
多
く

如
是
我
聞
と
い
う
。
信
は
こ
れ
佛
法
に
入
る
の
初
め
な
る
を
以
て

の
故
に
、
前
に
如
是
と
標
す
。
成
信
の
義
を
証
せ
ん
と
欲
す
る
が

②

故
に
、
次
に
我
聞
と
い
う
」
と
述
寺
へ
る
。
そ
し
て
「
如
是
」
に
つ

い
て
の
旧
釈
を
列
挙
す
る
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
そ
の
内
に
は

「
有
人
日
」
と
し
て
、
佛
と
理
と
阿
難
に
つ
い
て
の
三
面
よ
り
解

釈
す
る
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
佛
に
つ
い
て
と
は
、
三
世
諸

佛
の
所
説
が
異
な
ら
な
い
こ
と
を
「
如
」
、
佛
の
所
説
が
同
じ
く

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
吉
蔵
が
四
家
等
の
二
諦
異
義
を
記
す
の

も
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
観
点
の
相
違
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
吉
蔵
に
お
け
る
教
と
理
の
一
致
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
こ
れ
が
吉
蔵
の
宗
教
性
と
ど
の
様

に
関
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
課
題
に
つ
い
て
こ

こ
で
検
討
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

二二
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説
か
れ
る
の
を
「
是
」
の
意
味
と
す
る
。
理
に
つ
い
て
も
同
様
に

諸
法
実
相
の
理
が
古
今
に
異
な
ら
ず
、
理
の
如
く
に
説
か
れ
る
の

を
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
阿
難
に
つ
い
て
と
は
、
佛
に
望
ん
で
教

の
所
伝
が
佛
の
所
説
に
異
な
ら
な
い
こ
と
を
「
如
」
と
し
、
理
に

望
ん
で
は
そ
の
所
説
が
す
、
へ
て
述
尋
へ
ら
れ
て
い
る
か
ら
「
是
」
で

あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
教
と
理
と
が
阿
難
に
お
い
て
一

致
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
異
釈
を
挙
げ
た
後
に
、
吉
蔵
は
智
度
論
の
如
是
釈
を
引
用
し

て
自
説
と
し
、
如
は
「
如
実
不
虚
」
で
あ
り
、
是
は
「
至
当
無
非

為
ノ
義
」
で
あ
っ
て
、
如
是
は
「
信
ノ
相
」
で
あ
る
と
述
令
へ
る
。

即
ち
佛
法
は
真
実
が
極
め
て
適
切
に
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

内
に
誠
信
を
以
て
如
是
と
信
を
表
明
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に

如
是
は
信
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
誰
が
信
受
す
る

か
と
い
う
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
者
を
、
起
愛
の
衆

生
や
執
し
て
常
見
を
な
す
者
な
ど
六
種
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
過
失
を
離
れ
て
心
が
無
所
依
で
あ
れ
ば
、
誰
で
も
信
受
し

て
佛
法
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
る
。
こ
こ
に
吉
蔵
は
教
と

理
を
信
に
お
い
て
一
致
さ
せ
る
と
共
に
、
詮
わ
し
出
さ
れ
た
如
是

と
そ
れ
を
信
受
す
る
如
是
と
を
、
や
は
り
信
に
お
い
て
一
致
さ
せ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
も
そ
の
信
が
無
所
依
と
い
う
こ
と
を

背
景
に
お
い
て
こ
そ
、
そ
れ
を
一
致
す
る
も
の
と
な
し
得
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
我
聞
釈
に
も
同
様
の

こ
と
が
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

「
我
聞
」
を
注
釈
す
る
中
で
、
「
我
」
と
は
一
応
阿
難
に
寄
せ

て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
広
義
に
は
信
心
の
あ
る
者
で
あ
る

こ
と
は
、
如
是
釈
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
次
に

「
聞
」
を
解
釈
し
て
、
間
と
い
う
こ
と
が
成
立
っ
の
は
因
縁
に
よ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
因
縁
の
聞
は
無
所
聞
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ

で
無
所
聞
を
説
明
す
る
に
当
っ
て
中
論
偶
を
引
証
し
た
後
に
、
次

の
よ
う
な
文
が
見
ら
れ
る
。

以
聞
宛
然
不
聞
故
、
不
壊
仮
名
而
説
実
相
。
以
不
聞
宛
然
聞

故
、
・
・
不
動
真
際
建
立
諸
法
。
又
川
宛
然
而
不
聞
、
故
是
聞
不

間
。
不
聞
宛
然
而
聞
、
故
則
是
不
聞
間
。
…
…
故
非
聞
非
不

聞
名
為
中
道
。
而
聞
而
不
聞
称
為
仮
名
。
…
…
故
非
中
非
仮
、

③

言
辞
相
寂
滅
。

こ
の
「
宛
然
」
と
い
う
語
は
吉
蔵
が
好
ん
で
用
い
て
い
る
も
の

で
、
こ
こ
に
所
引
の
用
法
は
空
と
有
の
二
諦
巾
道
を
明
か
す
場
合

に
常
に
用
い
ら
れ
、
諸
注
疏
の
随
所
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
間
」
と
は
如
是
釈
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
た
だ
〃
聞

い
た
〃
或
い
は
〃
聞
こ
え
た
〃
で
は
な
く
、
誠
信
を
も
っ
て
〃
聞

い
た
〃
と
い
う
意
味
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
不
聞
」
も
ま
た

〃
聞
か
な
か
っ
た
″
〃
聞
こ
え
な
か
っ
た
〃
の
意
味
は
埒
外
で
あ
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っ
て
、
〃
「
聞
く
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
〃
を
表
現
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
間
」
と
「
不
聞
」
と
は
共
に
、
誠
信

と
い
う
宗
教
的
領
域
内
で
の
対
立
概
念
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ぞ

れ
に
自
性
が
な
く
縁
起
生
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
「
不
問
ノ
間
」

「
間
ノ
不
聞
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
が
別
異
の
も
の
で

な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
こ
に
教
の
間
と
不
聞
の
理
が
合

致
さ
せ
ら
れ
る
論
理
形
態
が
示
さ
れ
、
そ
し
て
間
の
無
所
聞
で
あ

る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
そ
の
後
に

何
故
に
中
道
と
仮
名
が
示
さ
れ
、
非
中
非
仮
と
繰
返
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
恐
ら
く
間
と
不
聞
が
、
文
字
の
上
か
ら
反
対

概
念
と
し
て
執
わ
れ
易
い
の
で
、
中
と
仮
の
三
論
学
派
伝
統
の
論

理
に
乗
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
無
執
著
の
「
聞
」
を
、
よ
り
一
層

明
瞭
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は

「
前
法
を
転
変
し
て
方
に
寂
滅
を
称
す
と
い
う
に
あ
ら
ず
。
即
ち

因
縁
の
間
は
本
来
寂
滅
な
り
」
と
い
う
句
が
よ
く
物
語
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
中
と
仮
が
間
と
不
聞
を
論
理
的
に
展
開
さ
せ
た
も
の
で

は
な
く
、
本
来
寂
滅
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ

の
「
間
」
の
解
釈
の
文
は
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
と
言
え
ば
そ
れ
迄

で
あ
ろ
う
が
、
一
見
す
れ
ば
三
論
学
派
の
二
諦
中
道
説
を
以
て
適

合
さ
せ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
今
検
討
し
た
よ
う

に
、
聞
の
意
義
を
確
か
め
て
い
く
と
い
う
側
面
か
ら
眺
め
る
な
ら

ば
、
吉
蔵
は
〃
聞
く
″
と
い
う
行
為
を
信
の
上
に
成
立
た
せ
、
そ

の
行
為
が
真
実
に
よ
っ
て
裏
付
け
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
よ

う
と
し
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。

④

維
摩
経
義
疏
の
「
如
是
我
聞
」
の
釈
は
、
法
華
義
疏
の
そ
れ
と

ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
法
華
義
疏
に
論
述
し
た
こ
と
を
整
理
し
て
列

挙
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
法
華
統
略
に
述
令
へ
ら
れ
る
も

の
は
少
し
く
趣
を
異
に
し
て
、
か
な
り
実
践
的
な
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。
恐
ら
く
詳
細
な
解
釈
は
法
華
義
疏
に
讓
っ
て
の
こ
と
で

⑤

あ
ろ
う
。
ま
ず
初
め
に
「
如
是
即
是
信
也
」
と
標
し
た
後
、
法
華

経
は
窮
深
極
大
で
最
も
信
解
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
、
深
大
で
あ

る
こ
と
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
相
応
す
る
深
い
信
心
が
な

け
れ
ば
、
法
華
経
の
如
是
は
成
立
し
な
い
と
注
意
す
る
。
し
か
し

そ
れ
で
は
法
華
経
は
如
是
と
し
て
現
わ
れ
得
な
い
の
か
と
い
う
に
、

法
華
経
が
現
に
説
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
次
の

よ
う
に
会
通
さ
れ
る
。
若
し
法
華
深
大
を
信
じ
て
＄
自
分
の
身
心

は
深
大
で
は
な
く
、
法
華
と
異
な
る
と
い
う
な
ら
ば
、
蓋
し
そ
れ

は
窮
子
が
財
を
受
け
て
、
こ
れ
は
長
者
の
財
物
で
あ
る
と
思
っ
て

い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
今
は
こ
の
よ
う
な
一
つ
の
事
例
に
よ

っ
て
、
万
事
を
類
推
す
れ
ば
明
か
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
法
華

が
既
に
深
大
で
あ
れ
ば
、
己
身
も
ま
た
深
大
で
あ
る
こ
と
を
明
か

し
て
い
る
、
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
吉
蔵
が
、
佛
の
法
の

qワ
し ロ



深
大
で
あ
る
こ
と
と
、
己
心
と
の
不
相
応
を
提
示
し
な
が
ら
、
そ

れ
を
長
者
窮
子
書
で
も
っ
て
会
通
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
己
身
は

本
来
深
大
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
直
接
に
は
何

を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
続
い
て
後
に
、
「
且
く
一

無
生
に
就
い
て
こ
れ
を
釈
す
」
と
し
て
、
乗
・
身
・
寿
・
土
の
そ
れ

ぞ
れ
の
因
果
を
無
生
に
よ
っ
て
明
か
し
、
無
生
観
の
次
第
を
示
す
。

そ
し
て
「
も
し
無
生
観
を
な
せ
ば
、
十
方
三
世
の
佛
法
は
並
び
に

こ
の
身
の
内
な
り
。
か
く
の
如
け
れ
ば
身
に
益
あ
り
。
如
是
の
一

句
既
に
爾
り
、
莞
り
歓
喜
奉
行
に
い
た
る
、
み
な
す
。
へ
か
ら
く
入

観
す
蕾
へ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
佛
法
の
深
大
と
己

身
と
の
相
応
は
、
無
生
観
を
修
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
無
生
観
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

乗
に
無
生
を
観
ず
る
と
い
う
の
は
、
始
め
に
、
こ
の
身
は
本
よ

り
自
ら
生
じ
た
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
凡
夫
身
で
は
な
い
と
明

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
し
凡
夫
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
凡
を
転
じ
て
聖
と
な
せ
ば
よ
い
の
で
、
そ
の
た
め
に
三
乗
が

あ
る
。
そ
こ
で
三
乗
も
凡
夫
の
六
道
も
な
く
、
本
来
一
相
で
あ
る

と
観
ず
る
。
こ
れ
が
一
乗
で
あ
る
。
不
生
で
あ
る
と
観
ず
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
漸
々
に
生
見
を
止
息
さ
せ
、
無
生
を
現
前
さ
せ
て
お

く
。
こ
れ
が
無
生
を
了
悟
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
乗
の
因
と
な
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
乗
の
無
生
を
観
察
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
同
様
に
、
諸
佛
は
本
来
不
生
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
身
と

す
る
か
ら
法
身
で
あ
り
、
内
と
外
に
向
っ
て
無
生
現
前
を
弘
め
護

持
す
る
こ
と
が
、
法
身
の
因
と
な
る
。
ま
た
既
に
不
生
で
あ
る
か

ら
無
生
滅
の
寿
で
あ
り
、
長
寿
は
慈
悲
を
現
わ
す
の
で
あ
る
か
ら
、

抜
苦
与
楽
の
慈
悲
行
が
長
寿
の
因
と
な
る
。
不
生
で
あ
る
か
ら
、

心
を
生
じ
念
を
動
か
す
こ
と
も
な
く
畢
寛
清
浄
で
あ
る
。
こ
れ
が

浄
土
で
あ
り
、
一
切
の
生
心
を
浄
め
無
生
を
現
前
せ
し
め
る
の
が

浄
土
の
因
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
無
生
観
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
中
に
は
慈
悲
観
・
法
身
観
・
浄
土
観
が
組
込
ま
れ
て
い

る
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
無
生
観
の
次
第
が
五
句
に
示

さ
れ
る
。
初
め
に
、
生
見
を
起
こ
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
、
不
生
が

常
に
現
前
す
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
そ
し
て
自
分
が
そ
の
よ
う
で
あ

る
と
と
も
に
、
他
を
教
化
す
る
に
も
そ
の
よ
う
に
さ
せ
る
と
い
う

行
を
お
こ
す
。
次
に
そ
の
無
生
観
を
常
に
行
じ
て
、
一
切
の
生
心

を
浄
め
稜
土
の
業
を
除
く
。
三
に
無
生
を
明
か
に
し
て
、
衆
生
教

化
の
四
行
（
弘
佛
道
行
・
度
衆
生
行
・
降
邪
行
・
護
法
行
）
を
実

習
す
る
。
四
に
は
無
生
に
つ
い
て
「
生
宛
然
即
無
生
」
「
無
生
宛

然
而
生
」
と
了
悟
し
て
、
無
生
の
生
と
し
て
の
方
便
を
観
察
す
る
。

五
に
は
無
生
の
観
察
を
深
め
て
い
く
。
以
上
が
概
略
の
内
容
で
あ

る
。
即
ち
吉
蔵
が
い
う
無
生
観
と
は
、
本
来
無
生
と
明
か
す
こ
と

を
基
盤
と
し
、
不
起
生
見
と
無
生
常
現
を
繰
返
し
維
持
し
な
が
ら
、
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中
観
論
疏
巻
第
二
は
中
論
第
一
偶
を
釈
す
る
章
で
あ
り
、
い
わ

ゆ
る
重
ね
て
八
不
を
牒
す
る
を
解
釈
す
る
項
で
あ
る
。
吉
蔵
は
こ

の
本
末
二
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
内
容
を
、
仁
寿
三
年
（
六
○
三
）

に
江
南
の
学
士
智
泰
の
要
請
に
応
え
て
、
八
不
の
意
義
を
十
門
に

⑥

開
い
て
委
釈
し
た
も
の
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
よ
く
纒
め

ら
れ
て
い
て
、
八
不
と
二
諦
二
慧
の
関
係
、
三
種
中
道
、
中
仮
義
、

六
家
七
宗
の
般
若
義
な
ど
が
述
寺
へ
ら
れ
て
お
り
、
興
味
深
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
十
門
に
開
く
う
ち
摂
法
門
第
七
に
は
、

八
不
は
一
切
大
乗
経
論
の
甚
深
秘
密
義
を
総
摂
す
る
と
し
て
、
十

条
に
わ
た
っ
て
大
乗
経
典
と
八
不
と
の
関
係
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

渚
教
法
を
観
察
す
る
こ
と
と
、
自
ら
そ
れ
を
行
じ
他
を
も
行
ぜ
し

め
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
如
是
を
信

と
解
釈
し
、
無
生
観
の
実
修
を
勧
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
宗

教
的
な
実
践
の
一
面
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
殊
に

慈
悲
観
を
述
需
へ
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
世
間
は
但
だ
物
を
悲
し
ん
で
、

自
ら
は
傷
ま
ず
。
理
を
以
て
こ
れ
を
言
え
ば
、
先
ず
自
ら
傷
む
を

ま
っ
て
、
始
め
て
物
を
悲
し
む
、
へ
し
」
と
、
人
の
傷
み
を
わ
が
傷

み
と
す
る
、
深
い
宗
教
的
情
緒
を
も
に
じ
ま
せ
て
い
る
よ
う
で
あ

マ
（
〕
。

三

⑦

そ
し
て
そ
の
後
に
十
条
を
立
て
る
理
由
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
理

由
と
は
、
三
論
で
は
義
を
立
て
る
こ
と
が
な
い
は
ず
な
の
に
、
十

条
を
挙
げ
る
の
は
義
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
疑
問
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。

三
流
は
破
あ
り
申
あ
り
。
破
は
即
ち
言
と
し
て
窮
め
ざ
る
な

し
。
申
は
即
ち
義
と
し
て
具
せ
ざ
る
は
な
し
。
ま
さ
に
こ
の

問
い
を
な
す
べ
か
ら
ず
。

こ
こ
に
「
三
論
有
破
有
申
」
と
は
「
三
論
は
通
じ
て
衆
迷
を
破

⑧

し
、
通
じ
て
衆
教
を
申
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
破
も
申

も
と
も
に
言
葉
を
駆
使
し
て
表
わ
す
の
で
あ
り
、
無
義
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ま
た
十
条
を
な
す
は
、
由
来
に
言
く
、
八
不
は
但
だ
こ
れ
一

に
相
を
遣
り
空
を
明
か
す
、
寛
に
何
れ
の
義
か
あ
ら
ん
。
今

は
此
に
対
せ
ん
が
た
め
の
故
に
、
八
不
は
言
あ
っ
て
、
略
に

義
と
し
て
術
え
ざ
る
な
し
と
雌
も
、
豈
こ
れ
空
な
ら
ん
や
。

と
い
う
。
八
不
が
説
か
れ
る
の
は
、
ひ
と
え
に
相
に
執
わ
れ
る
の

を
破
斥
し
て
、
空
を
明
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
八
不
の
語
は

述
べ
ら
れ
て
い
て
但
だ
に
空
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
八
不
が
説

か
れ
る
目
的
は
、

ま
た
十
条
を
な
す
は
、
一
正
観
を
得
せ
し
め
ば
、
即
ち
一
切

佛
法
を
徹
悟
す
。
故
に
釈
迦
は
華
厳
城
内
の
四
街
道
頭
に
、
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燃
燈
佛
の
一
不
生
を
悟
る
を
見
て
、
即
ち
こ
の
一
切
佛
法
を

具
足
す
る
を
見
る
。
呪
ん
や
八
事
を
了
し
て
一
切
法
を
具
足

せ
ざ
ら
ん
や
。
然
れ
ば
こ
の
十
条
は
八
不
を
釈
す
。
二
に

皆
自
心
を
も
っ
て
来
り
て
こ
れ
を
承
取
す
零
へ
し
。

と
、
正
観
を
得
て
一
切
法
を
具
足
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。
こ

こ
に
八
不
が
大
乗
経
典
を
総
摂
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
八
不
に
よ

っ
て
正
観
を
得
れ
ば
、
一
切
の
大
乗
経
典
が
了
悟
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
一
切
の
教
法
は
八
不
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
十
条
に
わ
た
っ
て
大
乗
経
典
と
八
不

と
の
関
係
が
列
挙
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
経
典
に
八
不
が
説
か
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
れ
は
経
典
の
説
示
内
容
を
如
何
に
読
み
取
り
、
ど

の
よ
う
に
し
て
宗
教
的
実
践
へ
と
結
び
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
、

吉
蔵
自
ら
の
課
題
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
経
典
を
自
ら

の
心
で
も
っ
て
承
取
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
実
践
方
法
が

述
琴
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
経
典
と
八
不
の
関
係
を
眺

め
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

十
条
の
最
初
に
は
、
浬
藥
経
に
依
拠
し
た
五
種
佛
性
が
と
り
あ

げ
ら
れ
、
「
八
不
は
十
二
因
縁
不
生
不
滅
を
明
か
す
。
大
浬
藥
経

に
亦
云
く
、
十
二
因
縁
は
十
不
を
具
足
し
、
五
性
義
を
具
す
」
と

⑨
⑩

い
う
。
吉
蔵
の
佛
性
説
は
混
藥
経
師
子
乳
品
の
因
・
因
因
・
果
・

果
果
と
い
う
佛
性
の
四
法
と
、
十
二
因
縁
不
生
不
滅
の
文
を
中
道

正
性
と
し
た
も
の
と
を
、
合
し
て
五
種
佛
性
と
表
わ
し
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
経
文
に
は
非
因
非
果
が
加
え
ら
れ
て
、
十
不
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
諭
の
八
不
偶
は
混
樂
経
に
そ
の

ま
ま
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
条
は
や
は
り
混
樂
経
の

⑪

聖
行
品
末
に
説
か
れ
る
雪
山
童
子
の
説
話
中
の
偶
文
に
八
不
が
説

か
れ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
「
諸
行
無
常
、
是
生
滅
法
」
の
上
半

偶
は
無
生
滅
の
生
滅
が
説
か
れ
、
「
生
滅
滅
己
、
寂
滅
為
楽
」
は

生
滅
の
無
生
滅
に
あ
た
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
何
故
に
「
諸
行
無

常
、
是
生
滅
法
」
が
無
生
滅
の
生
滅
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
吉
蔵
は
、
こ
の
前
半
の
偶
の
み
で
あ
れ
ば
生
滅
の
み
あ

っ
て
不
十
分
で
あ
る
と
い
い
、
ま
た
「
顛
倒
を
以
て
の
故
に
、
生

滅
な
き
に
↑
衆
生
に
お
い
て
生
滅
を
成
ず
」
と
も
い
う
。
す
な
わ

ち
衆
生
は
四
顛
倒
の
常
楽
我
浄
に
お
い
て
の
み
見
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
衆
生
に
対
し
て
佛
は
無
常
・
苦
・
無
我
．
（
不
浄
）
と

教
示
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
譜
行
無
常
、
是
生
滅
法
」
に
あ
た
る
の

で
あ
る
か
ら
、
無
生
滅
の
生
滅
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て

教
に
執
見
を
起
す
人
々
に
、
法
身
の
常
楽
我
浄
を
示
さ
れ
る
。
こ

れ
が
生
滅
の
無
生
滅
に
あ
た
る
後
半
の
偏
文
で
あ
る
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
吉
蔵
は
こ
の
よ
う
な
「
通
じ
て
仮
と
性
の
意
を
破

す
」
こ
と
を
心
観
行
に
つ
い
て
形
成
し
た
と
い
い
、
八
行
観
の
実
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践
を
勧
め
て
い
る
。
そ
れ
は
常
等
の
四
倒
を
起
さ
な
い
か
ら
非
常
、

非
常
等
の
四
倒
を
起
さ
な
い
か
ら
非
無
常
、
こ
の
非
常
非
無
常
が

中
道
で
あ
り
正
観
が
な
し
得
る
と
い
う
、
第
三
重
の
観
行
を
加
え

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
続
く
第
三
条
は
「
八
不
偶
は
即
ち
混
藥
の
本

有
今
無
偶
」
に
言
及
し
て
、
同
じ
く
三
重
の
八
不
と
し
て
示
し
て

い
る
。
そ
れ
は
第
一
重
・
無
三
世
三
世
義
、
第
二
重
・
三
世
無
三

世
義
、
第
三
重
・
非
三
世
非
無
三
世
、
の
中
道
で
あ
る
。

第
四
条
は
八
不
と
三
種
般
若
を
取
上
げ
る
。
三
種
般
若
は
既
に

大
品
義
疏
や
大
品
遊
意
に
も
論
述
し
て
い
る
こ
と
で
、
実
相
般
若

・
観
照
般
若
・
文
字
般
若
の
三
種
を
い
う
。
こ
こ
で
は
般
若
経
無

⑫

尽
品
を
「
菩
薩
坐
道
場
時
、
観
十
二
因
縁
如
虚
空
不
可
尽
」
と
引

き
、
し
た
が
っ
て
十
二
因
縁
不
生
不
滅
に
お
い
て
八
不
を
見
て
い

る
。
般
若
経
は
旧
来
の
五
時
説
な
ど
で
、
般
若
は
浅
く
法
華
は
深

い
と
さ
れ
た
り
、
三
乗
通
教
と
考
え
ら
れ
た
り
し
て
い
た
。
こ
の

旧
説
に
対
し
て
吉
蔵
は
、
諸
経
論
の
文
を
引
い
て
反
論
す
る
の
で

あ
る
が
、
法
華
玄
論
巻
三
に
は
顕
密
で
も
っ
て
、
そ
の
経
典
の
異

同
を
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
波
若
よ
り
混
樂
に
至
る
、
皆
こ
れ

教
菩
薩
法
な
り
。
但
だ
教
菩
薩
法
に
凡
そ
二
種
あ
り
。
一
に
は
顕

教
、
二
に
は
亦
顕
亦
密
な
り
。
法
華
浬
藥
の
如
き
は
顕
に
菩
薩
を

教
う
。
故
に
三
乗
人
は
皆
こ
れ
菩
薩
と
明
か
す
。
波
若
は
亦
顕
亦

⑬

密
な
り
。
顕
に
菩
薩
を
教
へ
、
密
に
二
乗
を
教
う
・
」
と
い
う
。

そ
し
て
密
か
に
二
乗
を
教
え
る
と
い
う
の
は
、
二
乗
に
勧
め
て
般

若
を
学
ば
し
め
、
佛
道
を
成
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
教
菩
薩

法
と
い
う
点
で
法
華
浬
漿
と
同
等
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
次
に
第
五
条
で
は
維
摩
経
の
入
不
二
法
門
が
八
不
を
意
味

し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
入
不
二
法
門
品
の
最
初
に
、
生
滅
と

そ
の
不
二
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
入
不
二
法
門
と

い
う
名
と
中
観
論
の
三
字
が
相
応
し
て
い
る
と
し
て
、
そ
こ
に
八

不
の
意
義
を
見
出
す
。
そ
し
て
入
不
二
法
門
品
の
内
容
を
、
衆
人

が
不
二
を
明
か
し
て
不
二
無
言
を
弁
じ
な
い
第
一
階
と
、
文
殊
が

不
二
無
言
を
明
か
し
て
不
二
と
言
う
を
第
二
階
。
そ
し
て
維
摩
が⑭

不
二
無
言
を
明
か
し
て
不
二
に
無
言
で
あ
る
と
、
三
階
を
立
て
る
。

こ
の
三
階
で
八
不
に
も
同
じ
く
言
い
得
る
と
し
て
、
入
不
二
法
川

に
八
不
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
華
経
の
中
に
八
不
逢
見
る
こ

⑮

と
は
、
さ
ほ
ど
困
難
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ

の
第
六
条
で
は
薬
草
嶮
品
の
司
究
寛
混
盤
、
常
寂
滅
相
↑
終
帰
於

空
」
と
八
不
と
の
関
係
を
取
上
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
吉
蔵
も
中
で

述
慧
へ
て
い
る
よ
う
に
、
光
宅
寺
法
雲
が
こ
の
空
を
灰
身
滅
智
で
あ

り
小
草
の
流
と
解
釈
す
る
の
で
、
そ
れ
に
反
論
し
て
の
こ
と
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
「
終
帰
於
空
」
を
釈
し
て
「
道
四

句
を
超
え
、
理
百
非
を
絶
す
。
蓋
し
こ
れ
諸
法
の
本
体
な
り
。
三

乗
一
乗
、
常
無
常
等
、
皆
こ
れ
方
便
の
用
の
み
。
若
し
一
切
の
用
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を
息
め
れ
ぱ
則
ち
こ
の
本
体
に
帰
す
」
と
述
雷
へ
て
い
る
。
第
七
条

に
は
華
厳
経
が
正
法
を
明
か
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
正
法
が
中
道

で
あ
り
八
不
で
あ
る
と
論
じ
る
。
と
こ
ろ
で
法
華
玄
諭
の
初
め
に

は
「
今
釈
す
る
所
は
、
華
厳
の
法
華
と
同
じ
く
一
因
一
果
を
明
か

し
、
教
満
理
円
、
無
余
究
寛
な
り
。
但
だ
善
巧
方
便
も
っ
て
起
縁

⑯

同
じ
か
ら
ず
。
そ
の
大
要
を
領
す
る
に
凡
そ
十
四
種
あ
り
」
と
し

て
、
法
華
と
華
厳
の
用
の
異
同
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
華

厳
は
始
め
に
一
乗
を
説
き
、
法
華
は
終
り
に
一
乗
を
明
す
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
華
厳
も
ま
た
一
乗
を
明
か
し
八
不
を
述
、
へ
て
い
る
と
、

同
じ
く
大
乗
の
教
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
く
の
で
あ
る
。

第
八
は
八
不
と
如
来
真
応
の
二
身
、
第
九
は
一
体
三
宝
と
の
関

係
、
そ
し
て
第
十
条
に
は
相
伝
の
師
説
を
挙
げ
て
結
ん
で
い
る
。

こ
の
三
条
が
何
故
に
取
上
げ
ら
れ
た
の
か
は
、
直
接
の
説
明
を
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
究
寛
の
法
身
と
、
発
菩
提
心
の
初

め
で
あ
る
帰
敬
三
宝
、
そ
し
て
そ
の
間
の
実
践
道
を
示
し
、
結
び

の
役
割
を
も
も
た
せ
て
師
説
を
掲
げ
る
と
い
う
、
三
者
の
関
係
を

意
図
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
図
が
認
め
ら

れ
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
諸
経
典
に
取
上
げ
ら
れ
た
八
不
と
の
関

係
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
初
め

の
浬
藥
経
か
ら
の
三
条
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
に
、
第
一
の
五
種

佛
性
は
混
藥
経
の
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
十
不
が
見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
第
三
条
の
本
無
今
有
侭
は
、

第
二
条
に
収
め
ら
れ
て
し
ま
う
内
容
で
あ
る
。
た
だ
摂
山
相
承
の

浬
盤
経
注
釈
の
有
り
方
と
し
て
、
僧
詮
に
渥
藥
経
を
諾
ず
る
こ
と

を
乞
う
た
と
こ
ろ
、
本
無
今
有
偶
を
講
ず
る
の
み
で
終
っ
た
と
い

⑰

う
伝
承
が
あ
る
。
こ
れ
は
考
慮
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。
第
二
の
雪

山
童
子
の
説
話
は
と
い
う
に
、
諸
行
無
常
の
偶
文
は
、
い
わ
ゆ
る

三
法
印
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
佛
教
の
基
本
的
な
課
題
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
こ
の
説
話
は
三
大
捨
身
の
一
つ
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
、
童
子
の
捨
身
が
説
か
れ
て
お
り
、
捨
身
は
六

波
羅
蜜
の
初
め
布
施
行
の
究
め
ら
れ
た
相
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
文
面
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
吉
蔵

は
こ
れ
ら
が
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
こ
の
三
条
の
数
を
も
っ
て
、
混
藥
経
に
特
別
の
関
心
が
あ
っ
た

と
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
諸
行
無
常
、
是
生

滅
法
」
を
釈
す
中
で
、
生
滅
と
無
生
滅
生
滅
を
明
瞭
に
区
別
し
得

た
の
は
、
浬
盤
経
の
説
相
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
ま
た
般
若
経
な
ど
他
の
経
典
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
文
の
一

部
分
と
八
不
が
相
応
す
る
こ
と
を
論
じ
、
そ
の
経
典
の
重
要
課
題

へ
と
言
及
し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
こ
の
摂
法
門
で
、
八
不

が
大
乗
経
典
を
総
摂
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
吉
蔵
の
諸
経

典
に
対
す
る
態
度
を
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
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摂
法
門
第
七
に
は
、
八
不
と
大
乗
経
典
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
、

そ
の
十
条
が
立
て
ら
れ
た
理
由
が
明
か
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
後
「
二
に
皆
自
ら
の
心
を
も
ち
い
て
、
来
た
り
て
こ
れ
を

⑱

承
取
す
書
へ
し
」
と
勧
め
る
よ
う
に
、
如
何
に
し
て
経
典
を
読
荊
し
、

そ
れ
を
観
察
す
る
か
と
い
う
、
実
践
の
方
法
が
述
、
へ
ら
れ
て
い
く
、

そ
れ
は
「
仮
実
の
二
生
を
破
し
、
前
に
自
ら
己
心
を
看
る
ゞ
へ
き
が

如
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
先
ず
己
の
心
の
中
の
執
著
を
破
せ
と
い

う
の
で
あ
る
。

も
し
こ
の
身
心
は
実
生
実
滅
あ
り
と
見
れ
ば
、
即
ち
こ
れ
実

病
な
り
。
こ
れ
を
求
め
て
従
う
な
け
れ
ば
、
故
に
自
ら
実
病

差
ゆ
る
こ
と
を
得
る
。

も
し
他
の
た
め
に
説
け
ば
、
ま
た
他
の
た
め
に
実
病
を
検
べ

て
従
う
な
し
。
則
ち
他
の
実
病
も
ま
た
差
ゆ
。

こ
の
よ
う
に
自
己
の
心
中
に
生
滅
を
実
体
視
す
る
こ
と
が
あ
れ

ろ
う
か
。
一
、
諸
経
典
の
中
に
中
道
の
義
が
ど
の
よ
う
に
標
傍
さ

れ
て
い
る
の
か
。
二
、
そ
の
経
典
は
ど
の
よ
う
に
中
道
に
向
わ
せ

る
蕊
へ
く
説
示
し
て
い
る
の
か
。
三
、
経
典
に
ど
の
よ
う
な
実
践
行

が
説
か
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
諸
経
典
の
注
釈
を
行

っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

山

ぱ
↑
そ
れ
を
観
察
し
て
実
病
を
癒
す
。
そ
し
て
自
ら
と
同
様
に
他

の
た
め
に
も
癒
さ
し
め
る
と
い
う
、
自
利
利
他
の
行
を
修
し
て
い

く
と
い
う
。
そ
し
て
同
じ
く
自
ら
の
心
中
に
因
縁
を
説
く
の
を
聞

い
て
い
き
、
仮
の
病
を
も
癒
や
し
、
同
じ
く
他
の
た
め
に
も
そ
れ

を
説
い
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
念
々
の
内
に
自
他
倶
に
病
い
を
癒

や
し
て
い
く
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。

念
々
の
中
に
お
い
て
、
身
心
の
無
生
に
住
す
る
こ
と
を
得
る
。

こ
れ
を
名
づ
け
て
住
と
な
す
。
一
切
仮
実
顛
倒
の
心
を
廻
し

て
、
実
相
に
向
う
。
名
づ
け
て
廻
向
と
な
す
ｂ
こ
の
心
動
ず

ゞ
へ
か
ら
ず
、
故
に
名
づ
け
て
地
と
な
す
。
ゆ
え
に
常
に
心
を

看
る
べ
し
。

と
は
住
・
廻
向
・
地
の
菩
薩
の
行
位
に
適
合
さ
せ
て
の
説
明
と
み

ら
れ
る
。
こ
れ
は
前
の
如
是
釈
に
お
け
る
信
、
あ
る
い
は
八
行
観

等
の
行
と
会
せ
考
え
て
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
吉
蔵
は

「
こ
の
釈
を
な
す
者
は
三
世
佛
に
違
わ
ず
。
真
に
龍
樹
の
門
人
な

り
」
と
こ
れ
を
結
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
は
三
論
学
派
に
伝
承
の
他

を
破
斥
す
る
こ
と
と
、
自
己
の
心
を
看
る
こ
と
と
は
、
ど
の
よ
う

に
会
通
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に

一
言
》
フ
。

も
し
自
心
に
外
道
の
見
を
起
こ
せ
ば
、
外
道
に
堕
在
す
。
名

づ
け
て
外
道
と
な
す
。
乃
至
自
心
に
大
乗
の
見
を
起
こ
せ
ば
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即
ち
大
乗
の
執
と
名
づ
く
。
故
に
遍
く
衆
人
を
呵
せ
ぱ
、
即

ち
こ
れ
遍
く
自
心
を
呵
す
る
な
り
。

こ
こ
に
は
自
利
と
利
他
の
行
が
自
己
の
心
の
上
に
摂
め
ら
れ
て

お
り
、
因
縁
生
と
し
て
の
自
己
の
存
在
が
、
自
と
他
、
他
と
自
の

関
わ
り
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
佛
教
を
学
ん
で
文
字
に
箸
す
る
人
、
八
不
無
生
と
聞
い
て
そ

れ
に
義
解
を
な
す
人
、
そ
れ
ら
の
依
著
の
心
を
起
こ
す
人
に
と
っ

て
は
、
経
も
論
も
仏
も
菩
薩
も
み
な
毒
薬
に
な
る
と
ま
で
言
い
、

心
を
無
所
依
に
せ
よ
と
い
う
。
そ
こ
で
こ
の
第
七
門
の
末
に
、
経

諭
研
究
と
無
所
得
観
に
つ
い
て
述
零
へ
ら
れ
る
。

問
う
。
経
の
弘
め
論
を
通
ず
る
に
、
文
を
科
し
義
を
釈
し
て

次
第
生
起
し
、
定
ん
で
違
負
を
詳
び
ら
か
に
し
、
諸
の
同
異

を
会
す
べ
し
。
云
何
が
一
向
に
無
所
得
観
を
な
す
や
。

答
う
。
聖
人
世
に
興
り
諸
の
施
為
す
る
と
こ
ろ
を
考
尋
す
る

に
、
中
道
を
顕
わ
さ
ん
が
た
め
な
り
。
因
中
に
観
を
発
せ
し

め
諸
の
煩
悩
を
減
せ
し
む
。
も
し
存
し
て
語
言
に
著
せ
ば
、

佛
意
を
傷
つ
く
な
り
。
又
百
年
の
寿
は
朝
露
箸
る
に
あ
ら
ず

宜
し
く
道
を
存
す
る
こ
と
を
以
て
急
と
な
し
、
而
し
て
乃
ち

そ
の
緩
む
と
こ
ろ
を
急
に
し
、
そ
の
急
な
る
と
こ
ろ
を
綾
に

せ
よ
。
あ
に
一
形
の
自
ら
誤
る
に
非
ざ
ら
ん
や
。

こ
の
「
因
中
に
観
を
起
す
」
と
は
、
諸
経
諭
の
二
の
中
に
説

宗
教
的
課
題
と
い
う
論
題
の
意
味
を
も
十
分
に
吟
味
し
な
い
ま

ま
に
、
吉
蔵
の
諸
著
述
の
中
に
意
図
さ
れ
て
い
る
何
ら
か
の
一
筋

⑲

を
求
め
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
、
無
生
観
と
い
う
実
践

的
な
観
法
を
勧
め
て
い
る
こ
と
を
、
「
如
是
我
間
」
釈
や
中
観
論

疏
巻
二
の
摂
法
門
第
七
の
中
に
見
い
出
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
課
題
を
通
し
て
、
吉
蔵
所
述
の
諸
義
を
眺
め
る
な
ら

ば
、
そ
の
論
述
す
る
意
図
は
よ
り
一
層
明
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
例
え
ば
そ
の
最
も
主
要
な
教
義
の
一
つ
で
あ
る
二
諦
義
に

つ
い
て
も
、
同
じ
く
巻
二
末
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

自
ら
二
諦
あ
る
を
教
と
な
し
、
不
二
を
理
と
な
す
。
も
し
二

を
以
て
世
諦
と
な
せ
ば
、
不
二
を
第
一
義
と
な
す
。
世
諦
は

こ
れ
教
、
第
一
義
は
理
と
な
す
。
皆
こ
れ
転
側
適
縁
に
し
て

⑳

妨
ぐ
る
と
こ
ろ
な
し
。

吉
蔵
は
二
諦
を
教
諦
と
し
て
説
明
し
、
理
に
滞
る
こ
と
を
破
斥

す
る
。
し
か
し
教
と
理
、
教
諦
と
於
諦
も
、
教
義
と
し
て
そ
の
理

示
さ
れ
る
教
法
に
お
い
て
、
無
生
観
を
起
す
こ
と
で
あ
れ
ば
、
一

切
の
教
法
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
す
尋
へ
て
の
大
乗
経
典
に
対
し
て
、

八
不
で
も
っ
て
総
摂
し
て
い
こ
う
と
す
る
吉
蔵
の
意
図
が
、
そ
こ

に
明
か
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
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論
を
積
み
重
ね
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
念

々
に
生
ず
る
見
を
破
し
て
無
生
観
を
修
し
て
い
く
、
そ
の
過
程
を

仮
に
設
け
た
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
四
重
二
諦
に
つ
い
て
も
、
利

根
が
初
重
を
聞
い
て
正
道
を
悟
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
、

順
次
に
修
行
の
階
程
を
進
む
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
下

根
は
ま
た
第
三
重
に
到
っ
て
、
始
め
て
領
悟
を
得
る
の
で
あ
っ
て
、

第
二
重
に
お
い
て
は
迷
妄
の
中
に
さ
ま
よ
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
経
論
を
釈
す
た
め
に
四
重
二
諦
を
論
ず
る

こ
と
も
、
般
若
経
や
華
厳
経
に
み
ら
れ
る
経
文
が
、
四
重
の
そ
れ

ぞ
れ
に
適
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
諸
経
論
を
価
値
的
に

配
列
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
。
近
年
、

四
重
二
諦
義
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
中
に
、
重
層
的
で
あ
る
と
い

う
説
明
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
重
層
的
と
い
う
意
味
が
ど
の

よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
管
見
の
限
り
明
か
で
な
い
が
、
四
重
二
諦

義
を
図
式
化
し
て
説
明
す
る
折
に
、
そ
れ
を
構
造
的
に
理
解
し
た

上
で
の
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
吉
蔵
が
諸
経
典
を
注
釈
す
る

に
あ
た
っ
て
、
二
諦
義
・
佛
性
義
・
八
不
義
等
の
諸
義
を
立
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
経
文
を
解
釈
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
注
疏
の
中

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
諸
義
は
三
論
学
派
の

骨
旨
で
あ
り
、
中
観
論
に
主
張
さ
れ
る
中
道
を
発
揮
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
義
が
経
典
解
釈
の
便
宜
上
に
立
て
ら

れ
た
三
論
学
派
的
な
論
理
で
あ
る
と
の
み
見
る
な
ら
ば
、
偏
っ
た

見
方
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
論
理
的

で
な
い
面
と
は
何
か
と
い
う
な
ら
ば
、
宗
教
的
な
面
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
諸
義
が
立
て
ら
れ
る
基
底
に
、
吉
蔵

の
宗
教
的
な
課
題
と
し
て
の
側
面
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

⑳

思
う
の
で
あ
る
。

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 誼⑭⑬⑫⑪⑩⑨③

大
智
度
論
巻
第
一
（
大
正
二
五
・
六
三
上
）

法
華
義
疏
巻
第
一
（
大
正
三
四
・
四
五
四
上
）

同
右
（
大
正
三
四
・
四
五
五
上
Ｉ
中
）

維
唯
経
義
疏
巻
第
一
（
大
正
三
八
・
九
一
八
下
）

法
華
統
略
巻
第
一
本
（
続
蔵
一
・
四
三
・
一
・
五
左
六
右
）

中
観
論
疏
巻
第
二
本
（
大
正
四
二
・
二
○
上
）

同
右
、
巻
第
二
末
（
大
正
四
二
・
二
九
下
７
、
三
二
上
）
。
同
上
（
三

一
中
）三

論
玄
義
「
次
明
四
論
破
申
不
同
門
」
（
大
正
四
五
・
一
二
中
）

巻
第
一
本
に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
文
が
み
ら
れ
る
（
大
正
四
二
・
六
中
）

大
般
浬
渠
経
師
子
軋
品
（
大
正
一
二
・
五
二
四
上
．
七
六
八
中
）

同
じ
く
聖
行
品
（
大
正
一
二
・
四
五
○
上
Ｉ
）

摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
無
尽
品
（
大
正
八
・
三
六
四
下
参
照
）

法
華
玄
論
巻
第
三
（
大
正
三
四
・
三
八
三
中
）

浄
名
玄
論
巻
第
一
（
大
正
三
八
・
一
中
下
）
。
同
じ
く
法
華
義
疏

（
四
七
六
上
）
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⑮
法
華
義
疏
に
八
不
で
解
釈
し
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

巻
五
譽
嚥
品
第
三
（
大
正
三
四
・
五
一
九
上
）
参
照
。

⑯
法
華
玄
論
巻
一
（
大
正
三
四
・
二
六
六
中
）

⑰
大
品
経
義
疏
（
続
蔵
一
・
三
八
・
一
・
九
左
上
）

⑬
中
観
論
疏
第
二
末
（
大
正
四
二
・
三
一
下
）

⑲
無
生
観
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
中
観
論
疏
巻
二
本
（
大
正
四
二

二
九
下
）
に
も
見
ら
れ
る
。

⑳
中
観
論
疏
巻
第
二
末
（
大
正
四
二
・
二
八
中
）

⑳
平
井
俊
栄
著
「
中
国
般
若
思
想
史
研
究
」
で
は
既
に
、
吉
蔵
の
思

想
が
実
践
的
な
契
機
を
含
ん
で
い
る
こ
と
（
三
三
八
頁
）
、
無
所
得
が

実
践
的
表
現
で
あ
る
こ
と
（
四
○
七
頁
）
、
そ
し
て
二
諦
二
智
の
並
観

を
論
ず
る
中
で
、
宗
教
的
な
実
践
に
つ
い
て
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

づ
（
）
０
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