
出
三
蔵
記
集
（
巻
第
九
）
に
無
量
義
経
序
な
る
一
文
を
収
め
る
が

こ
れ
は
、
南
斉
の
高
帝
の
と
き
曇
摩
伽
陀
耶
舎
と
い
う
天
竺
の
沙

門
が
漢
訳
し
た
と
伝
え
る
無
量
義
経
（
大
正
大
蔵
経
第
九
巻
所
収
）
の

た
め
に
、
や
は
り
南
斉
の
居
士
で
あ
る
劉
乢
復
路
ｌ
韻
）
が
著
わ

し
た
序
文
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
＄
無
量
義
経
と
い
う
経
典
は
、
法
華
経
の
開
経
と
し

て
古
来
喧
伝
せ
ら
れ
、
結
経
た
る
観
普
賢
経
と
と
も
に
法
華
三
部

経
の
一
に
数
え
ら
れ
て
き
た
経
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
光
宅
法
雲

倉
雪
ｌ
紹
巴
、
天
台
智
顎
命
路
ｌ
雪
）
、
嘉
祥
吉
蔵
命
ら
１
９
巴
、

慈
恩
窺
基
含
篭
ｌ
龍
）
と
い
う
よ
う
な
中
国
佛
教
を
代
表
す
る
法

華
経
の
釈
家
は
挙
っ
て
、
無
量
義
経
が
法
華
経
の
前
序
で
あ
る
と

①

い
う
理
解
を
も
と
に
し
て
解
釈
を
そ
れ
ぞ
れ
繰
り
広
げ
て
い
る
。

劉
乢
の
無
量
義
経
序

こ
れ
は
、
法
華
経
序
品
に
、

大
乗
経
の
無
量
義
教
菩
薩
法
佛
所
護
念
と
名
づ
く
る
を
説
き
た
も
う
。

佛
こ
の
経
を
説
き
已
っ
て
、
結
伽
跣
坐
し
、
無
量
義
処
三
昧
に
入
っ

て
、
身
心
動
じ
た
ま
わ
ず
。
（
目
．
Ｐ
函
ｇ

と
あ
り
、
こ
れ
が
同
じ
く
法
華
経
序
品
に
あ
る

今
日
、
如
来
、
ま
さ
に
大
乗
経
の
妙
法
蓮
華
教
菩
薩
法
佛
所
護
念
と

名
づ
く
る
を
説
き
た
も
う
、
へ
し
。
倉
ｇ

と
い
う
経
文
と
対
称
を
な
し
、
ま
た
、
無
量
義
経
説
法
品
に
、

如
来
久
し
か
ら
ず
し
て
ま
さ
に
般
浬
桑
す
べ
し
。
（
貝
専
務
印
ｇ

と
説
き
、

種
女
に
法
を
説
く
こ
と
方
便
力
を
以
て
す
。
四
十
余
年
に
は
未
だ
真

実
を
顕
わ
さ
ず
。
ａ
忠
ご

と
説
か
れ
る
こ
と
が
、
法
華
経
の
三
乗
方
便
一
乗
真
実
の
教
説
に

恰
当
す
る
た
め
で
あ
る
。 古

田

和

弘
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と
こ
ろ
が
、
こ
の
無
量
義
経
の
漢
訳
の
史
実
が
疑
わ
れ
て
既
に

久
し
い
の
で
あ
る
。
荻
原
雲
来
博
士
は
、
無
量
義
の
原
語
日
“
園
Ⅱ

昌
己
①
蟹
は
無
量
に
分
別
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
い
う
意
で
あ
る
か

ら
、
法
華
一
乗
の
以
前
に
施
設
せ
ら
れ
た
三
乗
教
が
一
実
相
か
ら

分
別
し
て
説
か
れ
た
こ
と
を
指
し
て
云
う
の
で
あ
っ
て
、
法
華
経

に
「
大
乗
経
の
無
量
義
教
菩
薩
法
佛
所
護
念
と
名
づ
く
る
を
説
き

た
も
う
」
と
い
う
の
は
、
特
定
の
経
典
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い

こ
と
を
論
じ
、
実
は
、
無
量
義
経
な
る
経
典
は
、
法
華
経
序
品
に

準
拠
し
て
、
法
華
経
の
序
分
た
ら
し
む
る
べ
く
中
国
に
お
い
て
撰

述
せ
ら
れ
た
偽
擬
経
典
で
あ
る
こ
と
を
精
密
に
考
証
さ
れ
た
の
で

②

あ
る
。
更
に
、
横
超
慧
日
博
士
は
、
こ
れ
を
中
国
に
お
け
る
佛
教

思
想
史
上
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
無
量
義
経
の
形
式
と

内
容
と
か
ら
、
こ
の
経
が
中
国
撰
述
で
あ
る
と
す
る
論
拠
を
よ
り

一
層
明
確
な
ら
し
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
が
偽
撰
せ
ら
れ
る

に
至
っ
た
背
景
や
動
機
に
つ
い
て
詳
し
く
究
明
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
経
典
は
、
中
国
佛
教
と
し
て
は
永
ら
く
懸
案
と
な
っ
て

い
た
頓
悟
説
と
漸
悟
説
と
の
対
立
論
靜
の
経
過
の
中
で
、
頓
悟
説

を
擁
護
せ
ん
と
す
る
意
図
を
以
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
劉
乢
の
経
序
を
級
密
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
、

実
は
、
無
量
義
経
の
注
序
を
製
し
た
劉
乢
そ
の
人
が
こ
の
経
典
の

編
者
で
は
な
か
っ
た
か
と
の
想
定
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で

③

あ
る
。さ

て
、
こ
う
し
て
、
無
量
義
経
が
法
華
経
を
素
材
と
し
て
成
り

し
か
も
頓
悟
義
の
正
当
性
を
実
証
す
る
目
的
を
以
て
編
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
疑
い
を
容
れ
る
余
地
が
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
頓
悟
義
の
実
証
の
た
め
に
偽
経
が
編

成
さ
れ
る
に
際
し
て
、
何
故
に
法
華
経
が
素
材
と
な
っ
た
か
と
い

う
問
題
が
、
次
に
検
討
さ
る
べ
き
事
柄
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
場
合
も
、
や
は
り
劉
乢
の
序
文
以
外
に
そ
の
手
が
か
り
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
実
情
で
あ
り
、
ま
た
劉
乢
が
唯
一
の

興
味
深
い
鍵
を
握
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
佛
教
思

想
が
晴
唐
に
至
っ
て
大
成
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
東
晋
以
後
お
よ
そ

二
百
年
間
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
、
宋
代

末
か
ら
南
斉
時
代
に
か
け
て
の
佛
教
は
、
そ
の
思
想
的
な
動
向
に

お
い
て
不
明
の
点
が
と
り
わ
け
多
く
、
い
く
つ
か
の
興
味
尽
き
な

い
問
題
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
も
、
劉
乢
の
無
量
義
経
序
は
、
単
に
一
経
に
付

せ
ら
れ
た
序
文
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
、
僅
か
一
千
字
余

を
数
え
る
ば
か
り
の
一
文
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
注
目
す
べ

き
資
料
的
価
値
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
湯
用

形
と
か
横
超
慧
日
と
い
う
こ
の
方
面
の
権
威
が
こ
の
経
序
に
対
し

て
注
意
深
く
関
心
を
払
っ
て
こ
ら
れ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
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に
相
違
な
い
。
ま
た
本
稿
に
お
い
て
敢
え
て
こ
の
序
文
を
課
題
と

し
て
取
り
上
げ
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
無
量
義
経
序
の
内
容
は
、
上
述
の
如
き
次

第
で
、
と
り
わ
け
横
超
教
授
に
よ
り
既
に
解
明
し
尽
さ
れ
た
と
云

っ
て
過
言
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
既
往
の
業
績
に
依
り

か
か
り
つ
つ
、
経
序
の
全
文
に
つ
い
て
か
り
そ
め
の
和
訳
を
試
み
、

劉
乢
の
言
い
分
を
確
か
め
て
み
る
に
と
ど
ま
る
。
い
ま
更
め
て
南

朝
佛
教
思
想
史
の
一
駒
を
覗
き
見
る
た
め
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
そ
の

手
続
き
が
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

試
訳
に
当
っ
て
は
、
底
本
に
は
大
正
大
蔵
経
第
五
十
五
巻
所
収

本
（
高
麗
本
）
を
用
い
、
大
正
大
蔵
経
第
九
巻
の
無
量
義
経
に
付
し

て
あ
る
序
文
（
明
本
）
を
参
照
す
る
こ
と
と
し
た
。
誤
訳
や
拙
訳
に

よ
る
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
ま
た
、
大
正
大
蔵
経
所
収
本
は
い
ず

れ
も
句
読
点
が
や
や
乱
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
筆
者
の
理

解
に
従
っ
て
新
た
に
句
読
点
を
施
し
た
原
文
を
煩
を
厭
わ
ず
に
附

載
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
原
文
は
高
麗
蔵
原
本
と
の
対
校
を
済

ま
せ
た
が
、
大
正
大
蔵
経
所
収
本
に
改
む
る
、
へ
き
点
は
な
か
っ
た
。

無
量
義
経
序
は
、
文
意
に
従
っ
て
全
体
を
四
つ
の
段
落
に
分
け
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
第
一
は
、
無
量
義
経
の
名

義
に
つ
い
て
極
く
簡
略
に
字
義
通
り
の
解
説
を
企
て
た
部
分
で
あ

る
。
第
二
は
、
教
相
判
釈
の
上
で
こ
の
経
が
占
め
る
零
へ
き
位
置
を

示
し
た
部
分
で
、
こ
こ
に
劉
乢
の
七
階
教
判
が
述
べ
ら
れ
る
。
第

三
は
、
無
量
義
経
の
伝
訳
と
弘
通
の
縁
由
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

し
た
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
は
、
漸
悟
説
と
頓
悟
説
と
の
論

旨
を
紹
介
し
つ
つ
、
頓
悟
義
の
妥
当
性
を
主
張
し
て
い
る
部
分
で

あ
る
。
従
っ
て
、
次
下
の
試
訳
に
お
い
て
も
、
便
宜
上
、
右
の
四

項
に
分
割
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
適
宜
に
改
行
し
よ
う
と
考
え
る
。

⑥

二
そ
も
そ
も
↑
衆
生
は
そ
の
義
に
随
っ
て
三
界
に
輪
廻
し
、
覚

は
た
ら
き

者
は
そ
の
機
の
ま
ま
に
一
極
に
通
達
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
滅

に
流
転
す
る
者
は
、
必
ず
苦
の
中
に
在
っ
て
楽
を
求
め
る
が
、

こ
れ
が
聖
な
る
も
の
に
ぬ
か
づ
く
「
感
」
で
あ
る
。
示
現
に
通

ひ
と

あ
わ
れ

達
し
た
者
は
、
大
い
に
悲
み
を
施
し
慈
み
を
用
い
る
が
、
そ
れ

一
無
量
義
経
は
、
無
相
な
る
一
法
が
広
く
あ
ま
た
の
教
え
を
生

い
み

み
出
す
こ
と
を
趣
意
と
す
る
。
含
む
「
義
」
が
数
知
れ
ぬ
の
で

⑤

「
無
量
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

無
量
義
経
者
、
取
其
無
相
一
法
広
生
衆
教
。
含
義
不
賀
故
日
無
量
。

一
一

無
量
義
経
の
序

④

荊
州
の
隠
士
劉
乢
の
作

イQ
茜 』



が
世
を
救
う
「
応
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
機
根
に
差
異
が
あ
り
、
教
え
に
種
別
が
あ
る
の

で
、
そ
こ
に
七
つ
の
階
程
が
で
き
た
。
ま
ず
、
波
利
〔
と
提
謂
〕

の
た
め
に
五
戒
が
説
か
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
人
天
の
善
根
が
そ
の

第
一
で
あ
る
。
次
に
、
拘
隣
（
阿
若
橋
陳
如
）
な
ど
〔
五
比
丘
〕

の
た
め
に
四
諦
の
法
が
転
ぜ
ら
れ
た
。
声
聞
乗
が
授
け
ら
れ
た

の
が
そ
の
第
二
で
あ
る
。
次
に
、
中
根
の
者
の
た
め
に
十
二
因

縁
が
演
く
ら
れ
た
。
縁
覚
乗
が
授
け
ら
れ
た
の
が
そ
の
第
三
で

あ
る
。
次
に
、
上
根
の
者
の
た
め
に
六
波
羅
蜜
が
用
い
ら
れ
た
。

大
乗
が
授
け
ら
れ
た
の
が
そ
の
第
四
で
あ
る
。
し
か
る
に
教
え

は
み
な
融
合
す
る
は
ず
で
あ
り
、
疑
い
は
こ
と
ご
と
く
導
く
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
無
量
義
経
が
説
か
れ
た
。
経
に

「
得
道
に
差
別
あ
り
」
と
述
べ
ら
れ
、
ま
た
「
未
だ
真
実
を
顕

⑦

わ
さ
ず
」
と
説
い
て
あ
る
よ
う
に
、
真
実
を
求
む
る
未
熟
な
る

機
根
を
啓
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
窮
極
の
教
え
の
端
緒
を
開
い

⑧た
の
が
、
そ
の
第
五
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
承
け
て
法
華

経
に
一
乗
を
顕
わ
し
て
三
乗
を
除
く
こ
と
が
説
か
れ
た
。
か
の

真
実
を
求
む
る
心
に
随
い
、
こ
こ
に
方
便
を
設
け
る
手
立
て
を

捨
て
ら
れ
た
の
が
、
そ
の
第
六
で
あ
る
。
か
く
し
て
方
便
が
打

明
け
ら
れ
て
真
実
が
現
わ
れ
た
と
は
い
え
、
未
だ
「
常
住
」
と

い
う
完
成
し
た
教
え
が
覆
わ
れ
て
い
た
。
沙
羅
隻
樹
の
も
と
で

⑫

三
無
量
義
経
は
、
法
華
経
の
初
め
に
そ
の
名
を
載
せ
て
あ
る
が
、

中
国
で
は
未
だ
そ
の
教
説
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
講
席
に

臨
む
ご
と
に
、
講
談
を
や
め
て
、
こ
の
経
文
を
見
た
い
も
の
と

入
滅
に
臨
ま
れ
、
よ
う
や
く
「
我
・
浄
」
と
い
う
幽
玄
な
言
葉

が
暢
く
ら
れ
た
の
が
、
そ
の
第
七
で
あ
る
。
こ
れ
よ
り
以
後
に

⑨も
、
法
門
は
多
種
に
わ
た
る
が
、
そ
の
帰
す
る
と
こ
ろ
の
大
要

を
取
れ
ば
、
種
類
は
こ
れ
に
尽
き
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
各

種
の
声
も
五
音
の
外
に
出
る
こ
と
は
な
く
、
百
氏
も
み
な
六
家

⑩

の
中
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

⑥

夫
三
界
群
生
随
義
而
転
、
一
極
正
覚
任
機
而
通
。
流
転
起
滅
者
、
必

在
苦
而
希
楽
、
此
叩
聖
之
感
也
。
順
通
示
現
者
、
亦
施
悲
而
用
慈
、

即
救
世
之
応
也
。

根
異
教
殊
、
其
階
成
七
。
先
為
波
利
等
説
五
戒
。
所
謂
人
天
善
根
一

也
。
次
為
拘
隣
等
転
四
諦
。
所
謂
授
声
聞
乗
二
也
。
次
為
中
根
演
十

二
因
縁
。
所
謂
授
縁
覚
乗
三
也
・
次
為
上
根
挙
六
波
羅
蜜
。
所
謂
授

⑪

以
大
乗
四
也
。
衆
教
宜
融
、
群
疑
須
導
。
次
説
無
量
義
経
。
既
称
得

道
差
品
、
復
云
未
顕
真
実
、
使
発
求
実
之
冥
機
、
用
開
一
極
之
由
序

五
也
。
故
法
華
接
唱
顕
一
除
三
。
順
彼
求
実
之
心
、
去
此
施
権
之
名

六
也
。
雌
権
開
而
実
現
、
猶
掩
常
住
之
正
義
。
在
隻
樹
而
臨
崖
、
乃

暢
我
浄
之
玄
音
七
也
。
過
斯
以
往
、
法
門
雌
多
、
撮
其
大
帰
、
数
尽

於
此
。
亦
由
衆
声
不
出
五
音
之
表
、
百
氏
並
在
六
家
之
内
。
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歎
か
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
武
当
山
（
湖
北
省
）
に
慧
表
と
い
う
比
丘
が
お
ら

れ
た
。
そ
の
方
は
莵
族
の
出
身
で
、
後
秦
王
挑
與
命
程
ｌ
と
⑤
在

位
）
の
甥
で
あ
ら
れ
た
が
、
国
破
れ
た
と
き
（
酋
己
、
晋
軍
の
何

潅
之
（
補
註
①
）
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま
わ
れ
た
・
そ
の
と
き
、
わ
ず

か
数
歳
な
が
ら
聡
明
で
あ
ら
れ
た
の
で
、
何
塘
之
は
そ
の
方
を

⑬

瞑
蛉
と
名
づ
け
て
養
子
と
し
て
育
て
た
の
で
あ
る
。
ほ
ど
な
く

許
さ
れ
て
出
家
し
、
勤
苦
し
て
道
を
求
め
、
南
北
に
遊
学
す
る

の
に
、
路
の
難
易
を
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
斉
の
建
元

三
年
倉
田
）
、
秘
法
を
捜
し
求
め
て
遠
く
嶺
南
（
衡
山
の
東
南
方
）

に
至
り
、
広
州
の
朝
亭
寺
に
お
い
て
、
中
イ
ン
ド
の
沙
門
、
曇

⑭

摩
伽
陀
耶
舎
に
思
い
が
け
な
く
逢
わ
れ
た
が
、
こ
の
沙
門
は
隷

害
を
能
く
し
、
斉
の
言
語
に
通
じ
て
お
り
、
こ
の
経
を
伝
え
よ

う
と
し
な
が
ら
、
未
だ
授
く
べ
き
人
を
得
て
い
な
か
っ
た
。
す

ぐ
さ
ま
慧
表
師
は
、
心
身
を
尽
し
て
、
惑
葱
に
請
い
求
め
、
留

ま
る
こ
と
十
日
ば
か
り
に
し
て
、
よ
う
や
く
一
本
を
受
け
ら
れ

た
。
か
く
し
て
嶬
北
に
帰
り
、
携
え
て
武
当
山
に
入
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

い
ま
永
明
三
年
（
院
巴
の
九
月
十
八
日
、
私
は
経
を
押
し
戴

い
て
武
当
山
を
下
り
、
こ
れ
が
弘
通
に
当
ら
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
と
な
っ
た
。
う
や
う
や
し
く
真
文
に
会
う
こ
と
を
得
て
、
欣

四
至
上
の
教
え
が
世
に
応
じ
て
な
さ
れ
て
も
、
凡
俗
に
随
順
す

る
に
は
差
が
生
じ
、
不
思
義
の
道
が
人
を
救
う
に
も
、
感
機
に

適
合
す
る
に
は
別
が
起
き
る
。
罠
馬
よ
り
東
で
は
「
天
帝
」
と

称
し
、
闘
賓
よ
り
西
で
は
「
正
覚
」
と
名
づ
け
る
。
東
国
で
は

び
と
敬
い
と
、
共
に
い
つ
わ
ら
ざ
る
と
こ
ろ
、
声
高
ら
か
に
歌

う
と
も
こ
れ
に
足
ら
ず
、
小
躍
り
す
る
と
も
こ
れ
を
表
わ
し
得

な
い
。
取
り
敢
え
ず
、
虚
し
ん
で
古
宿
の
領
解
を
尋
ね
、
つ
と

⑮

め
て
凡
庸
の
私
見
を
去
っ
て
、
こ
こ
に
厳
か
に
序
注
を
し
た
た

め
る
次
第
で
あ
る
。

其
無
量
義
経
、
雛
法
華
首
戴
其
目
、
而
中
夏
未
観
其
説
。
毎
臨
講
津
、

未
嘗
不
廃
談
、
而
歎
想
見
斯
文
。

忽
有
武
当
山
比
丘
慧
表
。
生
自
差
胄
、
偽
帝
桃
略
従
子
。
国
破
之
日
、

為
晋
軍
何
潰
之
所
得
。
数
歳
聡
黙
、
濾
之
字
日
瞑
蛉
、
養
為
仮
子
。

俄
放
出
家
、
便
勤
苦
求
道
、
南
北
遊
尋
、
不
択
夷
険
。
以
斉
建
元
三

年
、
復
訪
奇
捜
秘
、
遠
至
嶺
南
、
於
広
州
朝
亭
寺
、
遇
中
天
竺
沙
門

曇
摩
伽
陀
耶
舎
。
手
能
隷
耆
、
口
解
斉
言
。
欲
伝
此
経
、
未
知
所
授
。

表
便
盤
惣
致
請
、
心
形
倶
至
。
滝
歴
旬
朔
、
僅
得
一
本
。
価
還
蠕
北

賢
入
武
当
。

以
今
永
明
三
年
九
月
十
八
日
、
頂
戴
出
山
、
見
投
弘
通
。
奉
観
真
文
、

欣
敬
兼
誠
。
詠
歌
不
足
、
手
舞
莫
宣
。
刺
虐
訪
宿
解
、
抽
刷
庸
思
、

謹
立
序
注
云
。
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百
年
の
吉
と
凶
と
を
説
き
、
西
域
で
は
三
世
の
禍
と
福
と
を
区

別
す
る
。
よ
っ
て
、
「
無
」
を
希
う
こ
と
と
「
空
」
を
修
す
る

こ
と
と
は
、
そ
の
摸
を
一
に
す
る
の
で
あ
る
。
「
無
」
に
対
し

て
欲
を
残
す
者
は
、
も
は
や
「
無
」
を
体
得
す
る
資
質
に
欠
け
、

「
空
」
に
対
し
て
心
を
用
い
る
者
は
、
「
空
」
に
悟
入
す
る
能

力
を
備
え
は
し
な
い
。
し
か
る
に
＄
佛
教
を
講
究
す
る
者
に
し

て
、
或
る
者
は
理
を
会
得
す
る
の
は
段
階
的
（
漸
）
で
あ
る
べ
き

だ
と
考
え
、
或
る
者
は
空
に
悟
入
す
る
の
は
飛
躍
的
（
頓
）
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
試
み
に
こ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
、
そ

の
落
ち
着
き
先
へ
の
手
が
か
り
と
し
よ
う
。

漸
悟
論
を
立
て
る
者
は
、
万
事
こ
と
の
成
る
に
は
階
程
を
経

ぬ
も
の
は
な
い
と
考
え
る
。
堅
い
氷
は
地
に
履
む
霜
が
基
と
な

⑯
⑰

り
、
九
層
の
高
殿
も
一
盛
り
の
土
か
ら
成
る
。
学
人
が
空
に
悟

入
す
る
場
合
、
未
だ
そ
れ
に
完
全
に
合
致
し
な
く
と
も
、
譽
え

⑱

ぱ
木
を
斬
る
の
に
、
一
寸
斬
れ
ば
一
寸
な
く
な
り
、
一
尺
斬
れ

ば
一
尺
な
く
な
る
よ
う
に
、
次
第
に
三
空
（
人
空
・
法
空
・
倶
空
）

に
到
達
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、
漸
悟
で
な
い
わ
け
が
な
い
、

と
い
』
フ
。

頓
悟
諭
を
立
て
る
者
は
、
善
を
希
う
と
き
の
効
用
と
し
て
は
、

法
性
を
観
ず
る
に
過
ぐ
る
も
の
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
法
性

は
縁
に
従
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
「
非
有
非
無
」
で
あ
る
。

思
慮
を
「
非
有
非
無
」
か
ら
去
ら
し
め
、
理
と
悟
と
が
一
つ
に

な
れ
ば
、
そ
れ
を
こ
そ
「
解
空
」
と
云
う
。
心
を
「
非
有
非
無
」

に
残
し
、
境
と
智
と
が
な
お
二
つ
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
未

だ
「
有
」
を
免
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
「
有
」
の

中
に
あ
っ
て
煩
悩
を
調
伏
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
に
は
日

⑲

々
に
欲
望
を
減
ず
る
と
い
う
験
能
が
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、

こ
と
「
空
」
に
関
し
て
心
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
未
だ
理

に
悟
入
す
る
だ
け
の
効
果
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

一
た
び
法
を
聴
い
て
阿
羅
漢
果
を
得
た
と
認
め
ら
れ
、
一
日
に

し
て
無
生
法
忍
を
得
た
と
み
な
さ
れ
る
な
ど
は
、
誘
引
の
言
で

あ
っ
て
真
実
を
述
べ
た
説
で
は
な
い
と
云
う
が
、
し
か
し
、
不

思
議
な
体
験
が
漸
で
な
い
こ
と
は
、
も
と
よ
り
道
理
と
し
て
当

然
の
こ
と
で
あ
る
、
と
す
る
。

こ
う
し
て
、
二
つ
の
説
が
路
を
分
ち
、
両
者
の
意
見
が
道
を

争
う
こ
と
と
な
り
、
一
方
を
捨
て
て
他
方
を
取
る
と
い
う
よ
う

で
、
こ
れ
を
正
す
者
と
て
な
い
の
で
あ
る
。
旨
趣
を
把
捉
し
た

先
人
を
尋
ね
る
と
、
そ
れ
は
支
遁
法
師
曾
隈
ｌ
認
）
と
道
安
法

師
（
臼
画
ｌ
駅
）
と
に
始
ま
る
。
支
公
が
無
生
法
忍
に
つ
い
て
論

じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
七
住
で
は
智
慧
が
ひ
そ
か
に
充

ば
た
ら
・
き

足
し
、
十
住
で
は
衆
生
が
そ
の
能
に
与
る
の
で
あ
っ
て
、
状
態

さ
と
り

と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
差
異
が
あ
る
が
、
照
に
つ
い
て
云
え
ば
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両
者
は
同
等
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
安
公
は
、
差
別
に
つ
い
て

説
き
明
か
し
、
三
乗
と
は
、
初
歩
の
手
立
て
と
し
て
の
称
呼
で⑳

あ
り
、
定
慧
と
は
、
終
極
の
真
実
の
表
現
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
求
道
の
始
め
に
お
い
て
は
機
根
に
応
じ
て
三
種
が
な

さ
と
り

け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
解
に
入
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ

の
智
慧
は
唯
一
で
あ
る
こ
と
を
云
っ
た
も
の
で
あ
る
。
譽
嶮
に

も
、
「
大
難
が
お
さ
ま
れ
ば
、
そ
の
と
き
三
車
は
な
く
、
険
路
に

⑳

疲
れ
が
癒
ゆ
れ
ば
、
化
城
は
た
ち
ま
ち
消
え
た
」
と
云
わ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
一
を
三
と
名
づ
け
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
悟
り

に
三
種
あ
る
こ
と
を
云
っ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

道
生
法
師
命
引
Ｉ
畠
ら
は
云
っ
て
お
ら
れ
る
。
三
十
七
道
品

は
そ
れ
に
よ
っ
て
浬
藥
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
阿
羅
漢
の
た

め
の
も
の
で
は
な
い
。
六
波
羅
蜜
は
そ
れ
に
よ
っ
て
佛
果
に
至

⑳

る
べ
き
も
の
で
、
菩
薩
の
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
斬
木
の
職

で
は
、
木
が
現
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
寸
一
尺
と
い
う

如
く
「
漸
」
で
あ
っ
て
よ
ろ
し
い
が
、
無
生
法
忍
の
証
は
、
生

が
尽
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
照
は
「
頓
」

⑳

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
。

⑳
お
こ
な
い

思
う
に
、
三
乗
と
し
て
表
現
さ
れ
た
教
え
は
、
み
な
生
が
尽

ち
え

き
果
て
、
照
が
止
息
し
て
、
「
有
」
を
離
れ
て
「
空
」
に
入
ら

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
道
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
す
が
た
を
形
と
し
て
捉
え
る
こ
と
な
ど
は

で
き
ぬ
相
談
で
あ
る
。
い
ま
の
無
量
義
経
は
何
と
云
っ
て
も
無

相
と
い
う
こ
と
を
根
本
と
し
て
い
る
。
も
し
、
証
悟
に
差
異
が

確
か
に
あ
る
な
ら
ば
、
無
相
な
ど
と
説
か
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

さ
と
り

も
し
も
、
み
な
同
じ
照
に
入
る
の
な
ら
、
階
程
（
漸
）
が
あ
る
な

ど
と
云
え
よ
う
か
。
「
漸
」
で
な
い
の
に
「
漸
」
で
あ
る
と
云

う
の
は
、
方
便
と
い
う
も
の
を
包
み
隠
し
た
虚
し
い
教
え
に
過

ぎ
ぬ
。
如
来
も
云
っ
て
お
ら
れ
る
で
は
な
い
か
。
「
空
拳
に
よ

っ
て
小
児
を
操
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
衆
生
を
済
度
す

⑳

の
だ
」
と
。

意
味
深
い
言
葉
が
凡
夫
と
か
か
わ
り
を
も
っ
と
き
の
こ
と
を

云
え
ば
、
或
い
は
漸
悟
論
は
承
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し

か
た
ち

か
し
、
象
を
超
え
て
真
意
を
体
得
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
頓

悟
義
が
勝
る
。
か
り
そ
め
に
大
要
の
比
較
を
こ
こ
に
試
み
た
。

談
議
の
士
は
選
び
取
ら
れ
よ
。

自
極
教
応
世
、
与
俗
而
差
。
神
道
救
物
、
称
感
成
異
。
玄
圃
以
東
号

日
太
一
、
闘
賓
以
西
字
為
正
覚
。
東
国
明
映
慶
於
百
年
、
西
域
弁
休

各
於
三
世
。
希
無
之
与
修
空
、
其
撲
一
也
。
有
欲
於
無
者
、
既
無
得

無
之
分
。
施
心
於
空
者
、
豈
有
入
空
之
照
。
而
講
求
釈
教
者
、
或
謂

会
理
可
漸
、
或
謂
入
空
必
頓
。
請
試
言
之
、
以
筌
幽
寄
。

立
漸
者
、
以
万
事
之
成
、
莫
不
有
漸
。
堅
氷
基
於
履
霜
、
九
成
作
於

バヴ
笠』



累
土
。
学
人
之
入
空
也
、
碓
未
員
符
、
譽
如
斬
木
、
去
寸
無
寸
、
去

尺
無
尺
、
三
空
梢
登
、
寧
非
漸
耶
。

立
頓
者
、
以
希
善
之
功
、
莫
過
観
於
法
性
。
法
性
従
縁
、
非
有
非
無
。

忘
盧
於
非
有
非
無
、
理
照
斯
一
者
、
乃
日
解
空
。
存
心
於
非
有
非
無
、

境
智
猶
二
者
、
未
免
於
有
。
有
中
伏
結
、
非
無
日
相
之
験
。
空
上
論

心
、
未
有
入
理
之
効
。
而
言
納
羅
漢
於
一
聴
、
判
無
生
於
終
朝
、
是

接
誘
之
言
、
非
称
実
之
説
。
妙
得
非
漸
、
理
固
必
然
。

既
二
談
分
路
、
両
意
争
途
、
一
去
一
取
、
莫
之
或
正
。
尋
得
旨
之
匠
、

起
自
支
安
。
支
公
之
論
無
生
、
以
七
住
為
道
慧
陰
足
▽
十
住
則
群
方

与
能
。
在
迩
斯
異
、
語
照
則
一
・
安
公
之
弁
異
観
、
三
乗
者
始
直
之

因
称
、
定
慧
者
終
成
之
実
録
。
此
謂
始
求
可
随
根
而
三
、
入
解
則
其

慧
不
二
。
譽
嶮
亦
云
、
大
難
既
夷
、
乃
無
有
三
。
険
路
既
息
、
其
化

即
亡
。
此
則
名
一
為
三
、
非
有
二
悟
明
芙
。

生
公
云
、
道
品
可
以
泥
疸
、
非
羅
漢
之
名
。
六
度
可
以
至
佛
、
非
樹

王
之
謂
。
斬
木
之
職
、
木
存
故
尺
寸
可
漸
。
無
生
之
証
、
生
尽
故
其

照
必
頓
。

案
三
乗
名
教
、
皆
以
生
尽
照
息
、
去
有
入
空
。
以
此
為
道
、
不
得
取

象
於
形
器
也
。
今
無
量
義
、
亦
以
無
相
為
本
。
若
所
証
実
異
、
豈
日

無
相
。
若
入
照
必
同
、
寧
日
有
漸
。
非
漸
而
云
漸
、
密
筌
之
虚
教
耳
。

如
来
亦
云
、
空
拳
証
小
児
、
以
此
度
衆
生
。

微
文
接
鹿
、
漸
説
或
允
。
忘
象
得
意
、
頓
義
為
長
。
卿
挙
大
較
、
談

者
択
焉
。

さ
て
、
以
上
の
試
訳
に
大
過
が
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
劉
乢

の
所
論
を
一
往
理
解
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
文
中
に
最

も
力
を
注
い
で
あ
る
の
は
、
や
は
り
頓
悟
論
の
主
張
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
無
量
義
経
そ
の
も
の
が
、
頓
漸

の
思
想
的
対
立
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
経
典
の

権
威
に
よ
っ
て
頓
悟
義
の
実
証
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

上
述
の
如
く
異
論
な
き
ま
で
に
論
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
立
論
に
準
じ
て
見
れ
ば
、
無
量
義
経
の
編
者
が
果
し
て

劉
乢
で
あ
っ
た
か
否
か
の
論
は
し
ば
ら
く
保
留
す
る
と
し
て
も
、

経
旨
を
宣
揚
せ
ん
と
す
る
経
序
の
基
調
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

竺
道
生
命
閉
ｌ
臨
む
が
法
華
経
の
開
権
顕
実
の
教
説
を
忘
象
得

意
の
理
に
よ
っ
て
大
き
く
発
展
せ
め
て
、
得
悟
の
過
程
に
漸
進
的

な
段
階
を
認
め
な
い
頓
悟
成
佛
義
を
創
唱
し
た
た
め
に
、
佛
教
界

に
大
き
な
波
紋
を
起
し
、
道
場
寺
の
慧
観
（
元
嘉
年
間
吟
曽
ｌ
留
残
、

弧
歳
）
が
漸
悟
論
を
以
て
こ
れ
に
応
酬
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
が
史
上
に
名
高
い
頓
漸
の
対
立
論
諄
の
発
端
と
な
り
、
そ
の
後

も
こ
の
対
立
関
係
は
世
代
を
移
し
て
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

宝
林
・
法
宝
・
謝
霊
運
・
道
猷
・
法
慈
・
僧
嶬
な
ど
と
い
う
道
俗

三
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が
盛
ん
に
論
陣
を
張
っ
て
道
生
の
頓
悟
義
を
擁
立
し
、
こ
れ
に
対

し
て
、
曇
無
成
・
僧
弼
・
僧
鏡
・
法
勗
・
僧
維
・
慧
麟
・
法
綱
・

慧
琳
・
王
弘
な
ど
が
漸
悟
論
に
立
っ
て
厳
し
く
対
抗
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
て
、
無
量
義
経
が
突
如
出
現
し
、
劉
乢
が
こ
れ
に

序
注
を
著
わ
す
ま
で
に
は
、
お
よ
そ
五
十
年
に
わ
た
る
二
大
思
潮

の
拮
抗
関
係
の
堆
積
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
劉
乢
が
無

量
義
経
序
に
お
い
て
頓
悟
論
擁
護
の
立
場
を
強
調
す
る
の
は
、
漸

悟
論
へ
の
対
抗
措
置
の
一
環
を
な
す
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
劉
乢
は
新
来
の
佛
説
を
最
有
力
の
論
拠
と
し
て

膠
着
し
た
局
面
の
打
開
を
計
り
～
自
説
に
有
利
な
展
開
を
期
待
し

⑳

た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
直
接
的
な
動
機
と
は
別
に
、
卑
見
に
よ

れ
ば
、
南
朝
佛
教
に
お
け
る
数
義
学
上
の
状
況
お
よ
び
そ
の
趨
勢

が
こ
の
場
合
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

道
生
と
慧
観
と
の
対
立
以
後
、
劉
乢
の
無
量
義
経
序
ま
で
に
は
、

と
り
ま
く
条
件
が
か
な
り
の
変
化
を
遂
げ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
と
云
っ
て
も
看
過
し
得
な
い
の
は
、
浬
梁
経
の
伝
来
（
北
本
）
と

そ
の
再
治
（
南
本
）
と
に
端
を
発
し
た
南
方
渥
渠
学
の
隆
盛
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
、
勝
霊
経
の
伝
訳
と
そ
の
講
究
の
進
展
が
こ
れ
に
加

わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
一
二
の

⑳

角
度
か
ら
い
さ
さ
か
の
検
討
を
加
え
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
い
ま

は
そ
の
要
点
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

一
、
道
生
の
頓
悟
義
を
祖
述
す
る
道
猷
や
法
慈
が
新
た
に
勝
鬘

経
を
拠
り
所
と
し
て
頓
悟
義
の
妥
当
性
を
主
張
し
た
が
、
恐

ら
く
漸
悟
論
者
の
立
場
か
ら
も
こ
れ
に
応
じ
て
勝
鬘
経
の
所

説
を
会
通
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
頓
漸
の

論
淨
は
勝
鬘
経
を
介
し
て
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
と
な

っ
た
。

一
、
あ
た
か
も
そ
の
頃
、
法
塔
・
曇
斌
・
法
瑳
な
ど
が
、
頓
漸

二
悟
の
対
立
に
関
し
て
或
る
種
の
折
衷
的
打
開
策
を
講
じ
た
。

そ
の
場
合
、
単
な
る
折
衷
で
は
通
用
し
難
い
か
ら
、
双
方
の

論
点
を
存
立
せ
し
め
つ
つ
、
し
か
も
対
立
を
否
定
し
得
る
第

三
の
立
場
、
す
な
わ
ち
、
当
時
の
浬
藥
経
一
辺
倒
の
風
潮

か
ら
推
し
て
、
浬
藥
経
の
後
半
の
迦
葉
品
な
ど
に
見
ら
れ
る

「
不
定
」
と
い
う
論
理
の
適
用
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
教
判
学
説
と
し
て
最
も
有
力
で
あ
っ
た
頓

漸
二
教
五
時
教
判
に
お
い
て
、
勝
童
経
を
如
何
に
判
釈
す
る

か
が
懸
案
と
な
り
、
結
果
的
に
は
勝
鬘
経
を
頓
漸
二
教
の
い

ず
れ
に
も
所
属
し
な
い
偏
方
不
定
教
と
し
て
位
置
づ
け
、
三

教
五
時
教
判
が
創
説
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
も
浬
藥
経
の
「
不

定
」
の
論
理
が
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

一
、
頓
漸
二
教
の
教
判
に
お
い
て
勝
霊
経
を
判
釈
す
る
た
め
に
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注
が
れ
た
苦
心
と
、
頓
漸
二
悟
の
深
刻
な
対
立
の
解
消
の
た

め
に
と
ら
れ
た
方
策
と
は
、
そ
の
発
想
に
共
通
性
が
濃
厚
に

認
め
ら
れ
る
。

実
際
の
と
こ
ろ
劉
乢
は
こ
の
よ
う
な
教
界
の
動
向
に
つ
い
て
ど
れ

ほ
ど
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し

た
状
況
の
中
で
無
量
義
経
序
が
書
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

燗
熱
し
つ
つ
あ
っ
た
南
朝
佛
教
の
混
藥
経
至
上
主
義
が
も
た
ら
す

妥
協
的
思
考
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
り
、
頓
漸
論
諄
が
も
つ
問
題
の

重
要
性
を
暖
昧
模
糊
の
彼
方
へ
押
し
遣
る
異
質
な
要
素
の
來
雑
の

排
除
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
を
思
想
史
の
上
に
も
つ
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
更
め
て
頓
悟
論
を
主
張
す
る
た
め
に
は
南
朝
浬
薬

学
を
克
服
す
る
論
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
、
法
華

経
の
序
説
た
る
無
量
義
経
は
大
き
な
威
力
を
も
つ
の
で
あ
る
。
も

と
も
と
、
三
乗
通
教
の
般
若
経
か
ら
法
華
一
乗
へ
の
展
開
、
つ
ま

り
三
か
ら
一
へ
の
統
合
の
過
程
に
一
つ
の
理
論
的
障
害
が
あ
っ
て
、

こ
れ
が
単
に
所
与
の
佛
説
と
し
て
だ
け
の
理
解
な
ら
ば
と
も
か
く
、

教
説
を
受
容
す
る
修
道
論
の
課
題
と
な
っ
た
と
き
に
証
悟
の
頓
か

漸
か
の
難
問
を
惹
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
手
近
か
な
一
例
が
浬

藥
無
名
論
に
見
ら
れ
る
理
論
的
苦
渋
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ

で
は
、
放
光
般
若
経
の
三
乗
差
別
と
法
華
経
の
一
乗
と
の
会
通
に

苦
心
が
見
ら
れ
る
が
、
火
宅
三
車
の
嚥
に
よ
り
三
乗
の
存
在
意
義

を
説
明
し
、
そ
の
三
乗
が
実
際
上
如
何
に
し
て
一
乗
に
収
束
さ
れ

る
か
を
論
ず
る
の
に
、
斬
木
の
職
の
よ
う
に
日
椙
の
理
を
適
用
す

る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
日
々
に
損
し
て
無
為

に
至
る
と
い
う
よ
う
な
漸
悟
論
に
論
理
が
傾
斜
し
て
し
ま
っ
た
の

⑳

で
あ
る
。
い
わ
ば
、
こ
れ
は
般
若
経
に
立
脚
し
て
法
華
経
へ
の
通

路
を
開
こ
う
と
し
た
た
め
に
、
三
乗
は
弁
明
し
得
て
も
一
乗
に
つ

い
て
十
分
な
説
明
を
な
し
得
な
い
と
い
う
障
害
が
生
じ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
魏
晋
般
若
学
の
限
界
内
に
と
ど
ま
り
、
法
華

学
へ
の
脱
皮
が
果
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
劉
乢
の
無
量
義
経
は
、
む
し
ろ
法
華
経
の
一
乗
説
に
立

っ
て
、
般
若
経
を
あ
く
ま
で
も
方
便
教
と
し
て
了
解
す
尋
へ
き
こ
と

を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
彼
の
七
階
教
判
に
お
い
て
も
う

か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
五
階
、
つ
ま
り
法
華
経
の
直
前

に
、
無
量
義
経
を
配
当
せ
し
め
て
い
る
が
、
別
に
浄
影
慧
遠
の
大

乗
義
章
（
巻
一
）
に
劉
乢
の
教
判
と
し
て
紹
介
す
る
二
教
五
時
七
階

に
お
い
て
は
、
第
五
階
に
の
み
相
違
が
見
ら
れ
、
そ
こ
に
は
般
若

⑳

・
維
摩
・
思
益
等
の
諸
経
が
配
し
て
あ
る
（
自
虐
》
患
冒
）
。
般
若

等
の
経
と
無
量
義
経
と
の
差
し
替
え
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
極
く
単
純
な
理
由
に
よ
る
と
は
考
え
難
い
か
ら
、
無
相
を
説
い

て
般
若
経
の
無
為
を
承
認
し
つ
つ
、
ま
た
そ
れ
を
説
く
こ
と
に
よ
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っ
て
法
華
経
の
序
分
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
こ
の
経
は
、
般
若

か
ら
法
華
へ
の
教
説
の
展
開
を
理
論
的
に
よ
り
円
滑
な
ら
し
む
る

も
の
と
考
え
、
般
若
等
の
諸
経
の
教
説
を
そ
の
中
に
含
ん
で
、
爾

前
の
経
と
し
て
等
し
く
未
顕
真
実
の
経
説
を
締
め
括
る
経
典
と
判

じ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
未
開
顕
の
般
若
経
に
依
拠

し
て
法
華
の
一
乗
を
会
通
せ
ん
と
す
る
が
故
に
漸
悟
論
に
陥
り
、

無
量
義
経
の
示
唆
に
従
っ
て
法
華
経
に
拠
る
こ
と
が
頓
悟
論
と
し

て
の
疾
成
無
上
菩
提
へ
の
道
で
あ
る
を
云
わ
ん
と
す
る
如
く
で
あ

る
。
実
は
、
道
生
の
頓
悟
義
は
法
華
経
の
開
会
の
思
想
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
頓
漸
の
立
場
の
相
違
は
法
華

経
観
の
差
に
よ
る
と
云
え
な
く
も
な
い
。
し
か
る
に
、
南
朝
浬
藥

学
の
大
勢
は
、
魏
晋
般
若
学
の
限
界
を
克
服
す
る
こ
と
も
な
く
、

ま
た
法
華
か
般
若
か
の
吟
味
を
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
、
経
極
の

美
を
急
ぐ
あ
ま
り
浬
檗
経
至
上
主
義
に
硬
直
し
て
し
ま
っ
た
。
南

朝
の
混
藥
学
は
、
教
義
学
と
し
て
随
分
大
き
な
成
果
を
挙
げ
た
が
、

や
が
て
こ
れ
が
六
朝
末
か
ら
活
発
に
な
っ
た
法
華
学
に
吸
収
さ
れ
、

取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
劉
乢
の
法
華
経
へ
の
志
は
、

道
生
の
基
本
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
中
国
佛
教
の
思
想

史
的
趨
勢
の
一
部
に
加
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

註
①
例
え
ば
、
法
雲
の
法
華
義
記
巻
一
角
．
路
ふ
隠
亨
勺
）
、
智
顎
の

法
華
文
句
巻
二
下
（
目
．
篭
》
喝
？
鵠
沙
）
、
吉
蔵
の
法
華
義
疏
巻
二

角
．
篭
》
』
雪
四
上
急
豆
、
窺
基
の
法
華
玄
賛
巻
二
本
（
目
龍
＆
司

四
Ｉ
亀
野
）
な
ど
に
そ
れ
が
見
ら
れ
る
。
但
し
、
法
雲
は
無
量
義
経
を

法
華
の
前
経
と
す
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
が
、
吉
蔵
は
法
雲
の

そ
の
見
解
を
難
じ
て
い
る
。

②
荻
原
雲
来
「
無
量
義
と
は
何
か
」
（
『
日
本
佛
教
学
協
会
年
報
』
第

七
、
昭
和
、
年
刊
）
、
こ
れ
は
ま
た
昭
和
“
年
に
再
刊
さ
れ
た
「
荻

原
雲
来
文
集
」
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。

③
横
超
慧
日
「
無
量
義
経
に
つ
い
て
」
（
『
印
度
学
仙
教
学
研
究
」
第

二
巻
第
二
号
、
昭
和
調
年
刊
）
、
こ
れ
は
ま
た
、
横
超
慧
日
著
『
法

華
思
想
の
研
究
」
（
昭
和
灯
年
、
平
楽
寺
書
店
刊
）
、
に
も
収
録
さ
れ

て
い
る
。

④
劉
乢
の
伝
は
南
斉
書
（
巻
五
十
四
）
お
よ
び
南
史
（
巻
五
十
）
に

見
ら
れ
る
。
字
は
霊
預
、
一
に
徳
明
と
云
い
、
南
陽
浬
陽
（
河
南
省
）

の
人
。
晋
の
予
州
刺
史
喬
の
七
世
の
孫
で
、
江
陵
に
移
り
住
む
。
未

の
泰
始
年
中
倉
窃
ｌ
忌
）
、
晋
平
王
に
仕
え
、
驍
騎
記
室
お
よ
び
当

陽
令
を
つ
と
め
た
が
、
ほ
ど
な
く
官
を
辞
し
て
隠
棲
し
た
。
永
明
三

年
（
浅
巴
に
通
直
散
騎
侍
郎
と
し
て
、
建
武
二
年
（
念
巴
に
は
国

子
博
士
と
し
て
、
再
三
に
わ
た
っ
て
官
に
召
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も

謝
し
て
受
け
な
か
っ
た
と
い
う
。
粗
衣
籾
食
に
日
を
送
り
、
専
ら
佛

教
に
親
し
み
、
法
華
経
に
注
を
作
っ
た
と
伝
え
る
。
建
武
二
年
、
五

十
八
歳
で
卒
し
た
。
ま
た
、
広
弘
明
集
（
巻
十
九
）
に
は
、
寛
陵
王

茄
子
良
が
招
請
の
た
め
に
劉
乢
に
送
っ
た
書
簡
、
お
よ
び
庚
杲
之
が

寛
陵
王
に
代
っ
て
書
き
送
っ
た
書
簡
を
収
め
る
が
、
そ
の
注
記
に
よ

れ
ば
、
善
不
受
報
や
頓
悟
成
佛
の
義
を
述
・
へ
、
法
華
経
に
注
し
、
浬
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巣
・
大
品
な
ど
を
講
じ
た
と
い
う
。
善
不
受
報
義
、
頓
悟
成
佛
義
は
、

い
ず
れ
も
竺
道
生
命
訊
ｌ
お
ち
の
独
創
に
か
か
る
説
で
あ
っ
て
、

劉
乢
は
こ
れ
を
祖
述
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

⑤
こ
の
一
文
は
、
無
量
義
経
説
法
品
に
、
「
性
欲
無
量
な
る
が
故
に

説
法
無
量
な
り
。
説
法
無
量
な
る
が
故
に
義
も
ま
た
無
量
な
り
。
無

量
義
と
は
一
法
よ
り
生
ず
。
そ
の
一
法
と
は
即
ち
無
相
な
り
。
か
く

の
如
き
の
無
相
は
相
と
し
て
相
な
ら
ざ
る
は
な
し
。
相
と
し
て
相
な

か
ら
ざ
る
を
名
づ
け
て
実
相
と
為
す
。
」
（
目
．
Ｐ
認
胃
）
と
い
う
の

に
も
と
づ
く
。

⑥
明
本
で
は
「
義
」
を
「
業
」
に
作
る
。
こ
の
場
合
、
明
本
の
方
が

す
ぐ
れ
て
お
り
、
恐
ら
く
は
「
業
」
が
正
し
い
。

⑦
無
量
義
経
説
法
品
に
も
と
づ
く
。
経
に
云
う
。
「
我
、
先
に
道
場

の
菩
提
樹
下
に
端
坐
す
る
こ
と
六
年
に
し
て
阿
褥
多
羅
三
魏
三
菩
提

を
成
ず
る
こ
と
を
得
た
り
。
佛
眼
を
以
て
一
切
の
諸
法
を
観
ず
る
に
、

宣
説
す
尋
へ
か
ら
ず
。
所
以
は
何
ん
。
諸
の
衆
生
の
性
欲
不
同
な
る
を

知
り
、
性
欲
不
同
な
れ
ば
種
灸
に
法
を
説
け
り
。
種
左
に
法
を
説
く

に
方
便
力
を
以
て
す
。
四
十
余
年
に
は
未
だ
真
実
を
顕
わ
さ
ず
。
是

の
故
に
衆
生
の
得
道
に
差
別
あ
り
て
、
疾
く
無
上
菩
提
を
成
ず
る
こ

と
を
得
ず
。
」
（
弓
と
＆
憩
い
１
９

③
無
量
義
経
説
法
品
に
は
、
大
荘
厳
菩
薩
が
、
「
世
尊
の
説
法
は
不

可
思
議
な
り
。
衆
生
の
根
性
も
ま
た
不
可
思
議
な
り
。
法
門
解
脱
も

ま
た
不
可
思
議
な
り
。
我
等
、
佛
の
説
き
た
も
う
所
の
法
に
於
い
て
、

ま
た
疑
難
な
け
れ
ど
も
、
而
も
諸
の
衆
生
、
迷
惑
の
心
を
生
ぜ
ん
が

故
に
、
重
ね
て
世
尊
に
諮
い
た
て
ま
つ
る
」
（
弓
も
出
誤
四
）
と
云
っ

て
、
佛
の
成
道
以
来
四
十
余
年
、
佛
の
種
々
の
説
法
に
よ
っ
て
、
衆

生
は
そ
れ
ぞ
れ
種
々
の
果
を
得
た
理
由
を
尋
ね
、
「
往
日
説
き
た
も

う
所
の
諸
法
の
義
、
今
説
き
た
も
う
所
と
何
等
の
異
な
る
こ
と
有
り

て
か
、
而
も
甚
深
無
上
の
大
乗
無
量
義
経
を
菩
薩
修
行
せ
ぱ
必
ず
疾

く
無
上
菩
提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
ん
と
云
い
た
も
う
。
こ
の
こ
と
云

何
。
唯
だ
願
わ
く
ぱ
世
尊
、
一
切
を
慈
哀
し
て
広
く
衆
生
の
為
に
、

而
も
之
を
分
別
し
、
普
く
現
在
お
よ
び
未
来
世
に
法
を
聞
く
こ
と
有

ら
ん
者
を
し
て
、
余
の
疑
網
な
か
ら
し
め
た
ま
え
」
（
同
上
）
と
懇

願
し
た
こ
と
に
よ
り
、
前
註
⑦
に
掲
げ
た
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」

の
義
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
序
文
の
「
真
実
を
求
む
る
未
熟
な
る

機
根
」
（
求
実
之
冥
機
）
は
、
こ
の
経
文
を
想
起
せ
し
め
、
ま
た
先

に
、
「
疑
い
は
こ
と
ご
と
く
導
く
必
要
が
あ
る
」
（
群
疑
須
導
）
と

い
う
の
も
や
は
り
こ
の
経
文
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
「
窮
極
の
教
え
の
端
緒
を
開
い
た
」
（
開
一
極
之
由
序
）
と

い
う
の
は
、
一
乗
真
実
を
開
顕
し
た
法
華
経
の
前
経
と
し
て
無
量
義

経
の
位
置
を
明
示
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

⑨
「
こ
れ
よ
り
以
後
・
…
・
・
」
（
過
斯
以
往
）
は
、
「
以
後
に
説
か
れ
た

法
門
」
と
解
し
て
は
理
に
合
わ
ぬ
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
時
間
的
な
問

題
と
す
る
な
ら
ば
、
「
以
後
に
伝
来
し
た
法
門
」
ま
た
は
「
伝
来
を

予
想
す
べ
き
法
門
」
と
理
解
す
る
ほ
か
は
な
い
。
或
い
は
浬
桑
経
以

後
に
伝
訳
さ
れ
た
勝
霊
経
や
四
巻
傍
伽
経
な
ど
を
指
す
か
も
知
れ
な

い
。

⑩
「
五
音
」
は
音
声
の
高
低
清
濁
に
従
っ
た
分
類
法
。
「
六
家
」
は

学
術
思
想
の
六
派
で
、
陰
陽
家
・
儒
家
・
墨
家
・
名
家
・
法
家
・
道

家
。

⑪
「
宜
」
を
明
本
で
は
「
冥
」
に
作
り
、
文
意
の
捕
捉
は
可
能
で
は

あ
る
が
、
麗
本
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
配
慮
し
な

か
っ
た
。
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⑫
先
に
引
用
し
た
如
く
、
法
華
経
序
品
に
、
「
そ
の
時
、
世
尊
、
四

衆
に
囲
続
せ
ら
れ
、
供
養
・
恭
敬
・
尊
重
・
讃
歎
せ
ら
れ
て
、
諸
の

菩
薩
の
た
め
に
、
大
乗
経
の
無
量
義
教
菩
薩
法
佛
所
護
念
と
名
づ
く

る
を
説
き
た
も
う
。
仰
こ
の
経
を
説
き
已
っ
て
：
：
：
」
（
目
．
Ｐ
号
）

と
い
岩
フ
。

⑬
「
蝮
蛉
」
は
撤
の
名
で
「
く
わ
む
し
。
」
毛
詩
の
小
雅
・
小
宛
に
、

「
蟆
蛉
に
子
有
り
、
蝶
減
こ
れ
を
負
う
」
と
い
う
句
が
あ
り
、
蝶
蔵

（
じ
が
ば
ち
）
が
蝮
蛉
の
子
を
負
っ
て
養
う
こ
と
か
ら
、
他
家
か
ら

迎
え
て
養
う
子
が
蜆
蛉
に
擬
え
ら
れ
る
。

⑭
こ
の
人
に
関
す
る
記
録
は
他
に
全
く
見
当
ら
な
い
。
わ
ず
か
に
、

出
三
蔵
記
集
巻
二
角
．
閉
》
届
ｇ
に
、
斉
の
高
帝
の
と
き
無
量
義

経
一
巻
を
訳
出
し
た
旨
を
著
録
す
る
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
劉
乢

の
経
序
か
ら
の
転
記
に
相
違
な
い
。
ま
た
、
そ
の
後
の
経
録
類
も
す

、
へ
て
出
三
蔵
記
集
の
記
事
の
踏
襲
で
あ
る
。
な
お
、
高
僧
伝
巻
一

（
目
．
ｇ
》
篭
④
ｇ
に
は
、
曇
摩
耶
舎
な
る
沙
門
の
伝
を
城
せ
、
広
州

に
達
し
て
白
沙
寺
に
住
し
た
と
い
う
が
、
後
に
長
安
に
至
っ
て
桃
興

の
深
い
帰
依
を
受
け
た
と
云
い
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
別
人
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
こ
の
人
物
は
、
慧
表
と
と
も
に
架
空
視
す
べ
き
こ
と
が

既
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
（
横
超
慧
日
「
法
華
思
想
の
研
究
」
八
三
頁
）
。

⑮
劉
乢
に
無
量
義
経
の
注
が
あ
っ
た
と
解
し
、
こ
の
序
は
注
疏
の
序

分
で
あ
っ
た
と
見
る
今
へ
き
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
は
定
か
で
な
い
。
大

唐
内
典
録
巻
二
に
、
注
法
華
経
十
巻
と
注
無
量
義
経
と
を
掲
げ
、
「
右

二
部
一
十
一
巻
、
南
郡
武
当
山
隠
士
劉
乢
撰
、
丼
製
序
」
（
目
訊
咋

鴎
胃
）
と
記
し
、
ま
た
ほ
ぼ
同
様
の
記
事
が
巻
十
（
篭
］
色
）
に
も

見
ら
れ
る
。
吉
蔵
は
法
華
義
疏
に
「
注
無
量
義
経
に
云
く
」
と
し
て

こ
の
序
文
を
引
用
し
宮
．
態
“
』
雪
ｇ
、
「
便
ち
注
解
し
て
云
く
」

（
怠
胃
）
と
云
っ
て
、
注
解
が
存
し
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
更

に
湛
然
は
法
華
文
句
記
に
お
い
て
、
智
顔
に
よ
る
無
量
義
経
序
の
引

用
肴
．
置
埜
喝
豆
の
字
句
に
補
足
訂
正
を
加
え
つ
つ
、
「
注
無
量
義

経
序
に
云
く
」
と
し
て
、
こ
の
序
文
を
引
用
し
て
い
る
角
．
程
白
馬

。
）
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
に
先
立
つ
出
三
蔵
記
集
に
は
そ
れ
ら
し
い
記

録
は
と
ど
め
て
い
な
い
。

⑯
易
に
「
霜
を
履
ん
で
、
堅
泳
至
る
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

⑰
老
子
第
六
十
四
章
に
「
合
抱
の
木
は
毫
末
に
生
じ
、
九
層
の
台
は

累
士
に
起
り
、
千
里
の
行
は
足
下
に
始
ま
る
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

な
お
馬
王
堆
三
号
漢
墓
出
土
の
老
子
に
は
、
「
九
層
之
台
」
は
「
九

成
之
台
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

⑬
基
づ
く
典
拠
は
探
り
得
な
い
が
、
肇
論
の
浬
築
無
名
論
に
「
も
し
、

人
、
木
を
斬
る
に
、
尺
を
去
れ
ば
尺
無
く
、
寸
を
去
れ
ば
寸
無
し
。

脩
短
は
尺
寸
に
在
り
て
無
に
在
ら
ざ
る
な
り
」
角
．
怠
皀
ｇ
Ｐ
）
と

あ
る
。
こ
れ
を
劉
乢
が
漸
悟
説
の
論
拠
と
し
て
規
定
し
て
い
る
こ
と

に
は
一
顧
を
要
す
る
。
後
註
⑳
を
参
照
。
ま
た
補
註
②
を
参
照
。

⑲
老
子
第
四
十
八
章
に
「
学
を
為
せ
ば
日
に
益
し
、
道
を
為
せ
ば
日

に
相
す
。
之
を
損
し
ま
た
損
し
、
以
て
無
為
に
至
る
。
無
為
に
し
て

為
さ
ざ
る
無
し
・
」
と
あ
る
の
に
よ
る
。

⑳
こ
こ
で
劉
乢
は
、
「
得
旨
の
匠
を
尋
ぬ
れ
ば
、
支
安
よ
り
起
る
」

と
云
っ
て
、
支
遁
と
道
安
と
を
頓
悟
論
の
源
頭
に
立
つ
権
威
と
し
て

掲
げ
、
両
者
の
頓
悟
義
の
大
要
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
基
づ
く
根
拠
や
、
両
者
の
頓
悟
的
指
向
の
実
質
に
つ
い
て
は
、
十

住
思
想
と
の
関
連
で
別
に
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
が
あ
る
の
で
、
い
ま
は
劉
乢
の
所
説
の
ま
ま
に
と
ど
め
、
稿
を
改

め
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
湯
用
形
『
漢
魏
両
晋
南
北
朝
佛
教
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史
』
（
第
二
分
第
十
六
章
の
「
頓
漸
分
別
之
由
来
」
の
頃
）
、
お
よ
び
、

横
超
慧
日
「
竺
道
生
撰
法
華
経
疏
の
研
究
」
（
「
法
華
思
想
の
研
究
」

所
収
、
一
二
七
頁
’
一
五
一
頁
）
に
、
こ
の
問
題
が
そ
れ
ぞ
れ
詳
し

く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

④
こ
の
警
峨
の
前
半
は
、
法
華
経
警
峨
品
の
火
宅
三
車
の
嶮
、
後
半

は
、
法
華
経
化
城
職
品
の
宝
所
化
城
の
聡
を
指
す
。

⑳
こ
こ
に
用
い
た
「
菩
薩
」
の
原
語
は
「
樹
王
」
で
あ
る
。
そ
し
て

「
樹
王
」
の
語
は
、
法
華
経
序
品
に
「
国
界
自
然
に
殊
特
妙
好
な
る

こ
と
、
天
の
樹
王
の
其
の
華
開
敷
せ
る
が
如
し
」
（
Ｈ
ｂ
＆
ｇ
と

あ
っ
て
、
切
利
天
上
の
波
利
質
多
樹
を
指
し
、
ま
た
、
無
量
義
経
説

法
品
に
は
「
我
、
樹
王
を
起
っ
て
波
羅
奈
の
鹿
野
園
の
中
に
詣
り
て

：
…
・
」
（
日
出
＆
霞
ｇ
と
あ
る
よ
う
に
菩
提
樹
を
意
味
す
る
が
、

こ
れ
ら
の
用
例
と
、
法
華
経
薬
草
職
品
の
三
草
二
木
職
に
「
神
通
に

安
住
し
て
不
退
の
輪
を
転
じ
、
無
量
億
百
千
の
衆
生
を
度
す
る
、
か

く
の
如
き
菩
薩
を
名
づ
け
て
大
樹
と
為
す
」
（
門
．
Ｐ
ｇ
ｇ
な
ど
と

説
か
れ
て
い
る
の
と
が
、
重
な
り
合
っ
た
用
語
で
あ
る
と
解
し
、
こ

こ
で
は
達
意
的
な
理
解
を
図
っ
た
。

⑳
こ
こ
に
援
用
さ
れ
る
道
生
の
所
論
も
、
劉
乢
は
取
意
に
よ
っ
て
紹

介
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
道
生
の
噸
悟
義
と
、
こ
れ
は
基
本
的
に

は
齪
蹄
は
な
い
に
し
て
も
、
道
生
側
の
資
料
に
基
づ
い
て
更
に
吟
味

を
要
す
る
の
で
、
こ
れ
も
そ
の
機
を
更
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
こ

こ
で
は
、
漸
悟
論
の
論
拠
と
さ
れ
た
斬
木
の
瞼
（
前
註
⑬
）
を
、
道

生
が
批
判
し
て
論
拠
と
し
て
の
意
義
を
失
墜
さ
せ
た
こ
と
を
劉
乢
が

強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
場
合
、

「
木
存
故
尺
寸
可
漸
」
の
読
解
が
問
題
と
な
り
、
こ
れ
は
浬
樂
無
名

論
に
見
ら
れ
る
斬
木
職
を
漸
悟
論
者
が
自
説
に
通
合
せ
し
む
ぺ
く
発

展
的
な
理
解
を
示
し
た
一
文
で
あ
る
と
す
る
読
み
取
り
方
も
あ
る
が

（
塚
本
善
隆
編
『
肇
論
研
究
一
）
、
し
か
し
、
こ
こ
は
や
は
り
、
漸
悟

論
者
の
立
場
と
い
う
よ
り
も
、
頓
悟
論
者
た
る
道
生
が
漸
悟
説
を
批

判
す
る
に
当
っ
て
、
漸
悟
論
者
は
悟
の
頓
か
漸
か
を
問
う
の
に
あ
ま

り
に
も
即
物
的
な
論
拠
、
つ
ま
り
、
あ
ま
り
に
も
「
有
」
的
な
発
想

に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
文
字
通
り
に
木
を
斬
る
話
で

あ
る
な
ら
ば
、
「
去
寸
無
寸
、
去
尺
無
尺
」
と
い
う
こ
と
も
可
能
で

あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

そ
の
ま
ま
で
は
「
無
生
之
証
」
の
幟
に
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
論
じ

た
（
と
劉
乢
が
伝
え
る
）
も
の
と
解
す
．
へ
き
で
あ
ろ
う
（
横
超
慧
日

「
無
量
義
経
に
つ
い
て
」
七
六
頁
参
照
）
。
ち
な
み
に
、
『
肇
論
研
究
』

で
は
、
浬
薬
無
名
論
の
前
引
の
一
文
（
註
⑬
）
に
対
し
て
註
記
す
る
に

当
り
、
参
考
と
し
て
、
劉
乢
の
無
量
義
経
序
に
こ
の
斬
木
嚥
が
述
寒
へ

て
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
、
「
そ
れ
に
よ
る
と
、
此
の
職
は
は
じ
め
頓

悟
宗
に
よ
っ
て
用
ひ
ら
れ
た
が
、
後
に
漸
悟
宗
が
「
木
存
故
尺
寸
可

漸
」
と
い
ふ
意
を
附
加
し
て
之
を
自
説
に
適
合
す
る
職
と
な
し
た
」

と
い
う
説
明
が
与
え
て
あ
る
が
（
同
聿
三
○
七
頁
、
註
二
二
七
）
、
こ

れ
は
何
か
の
誤
解
で
あ
ろ
う
。
何
故
に
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た

か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
、
僧
肇
は
小
頓
悟
論
に
立
つ
人
で
あ
っ
て
、

道
生
の
大
頓
悟
義
と
は
趣
を
異
に
す
る
け
れ
ど
も
決
し
て
漸
悟
論
で

は
な
い
と
す
る
陳
の
慧
達
の
肇
論
疏
の
見
方
が
無
条
件
に
前
提
さ
れ

た
た
め
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
「
此
の
職
は
は
じ

め
頓
悟
宗
に
よ
っ
て
用
ひ
ら
れ
た
」
と
云
わ
れ
る
理
由
が
他
に
考
え

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
詳
述
は
避
け
る
が
、
慧
達
の
見

解
は
、
僧
肇
を
評
価
す
る
の
に
必
ず
し
も
適
切
で
あ
る
と
は
云
い
難

い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
僧
肇
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
く
と
も
浬
樂
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無
名
論
の
論
調
は
明
ら
か
に
漸
悟
的
で
あ
る
（
浬
桑
無
名
論
が
果
し

て
僧
肇
の
真
撰
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
も
大
き
な
問
題
で
あ
る

が
、
「
肇
論
研
究
』
の
基
調
は
真
撰
説
で
あ
る
）
。
次
に
、
こ
う
し
て

斬
木
嚥
は
本
来
は
頓
悟
説
に
立
つ
僧
肇
の
所
用
で
あ
る
こ
と
が
前
提

に
な
れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
「
木
存
」
と
い
う
如

き
「
有
」
的
な
言
葉
と
結
び
つ
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
漸
悟
論
者

に
よ
る
巧
妙
な
転
用
で
あ
る
と
眼
に
写
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
慧
達
の
判
断
と
と
も
に
再
考
を
要
す
る
事
柄
で
あ
る
。

⑭
「
三
乗
と
し
て
表
現
さ
れ
た
教
え
」
の
原
文
は
「
三
乗
名
教
」
で

あ
る
。
「
名
教
」
は
、
儒
教
の
別
名
と
解
す
る
の
を
通
例
と
す
る
が
、

こ
こ
で
は
例
外
的
に
「
名
分
と
し
て
の
教
え
」
「
名
目
上
の
教
え
」

と
い
う
程
の
意
と
判
読
し
た
。

⑳
「
空
拳
」
の
話
は
智
度
論
（
巻
四
十
三
）
に
見
ら
れ
る
。
「
佛
の

言
わ
く
。
諸
法
に
所
有
な
し
。
凡
夫
人
は
所
有
な
き
処
に
於
い
て
、

ま
た
以
て
有
と
な
す
。
所
以
は
何
ん
。
こ
の
凡
夫
、
無
明
邪
見
を
雛

る
れ
ぱ
、
観
ず
る
所
あ
る
こ
と
能
わ
ざ
れ
ぱ
な
り
。
こ
こ
を
以
て
の

故
に
、
所
有
な
き
に
著
す
る
が
故
に
名
づ
け
て
無
明
と
為
す
と
説
く
。

臂
え
ば
、
空
拳
を
以
て
小
児
を
証
す
に
、
小
児
は
著
す
る
が
故
に
、

以
て
有
と
為
す
と
謂
う
が
如
し
。
…
：
。
」
と
あ
り
、
続
い
て
、
有
名

な
指
月
の
嶮
を
挙
げ
た
の
ち
、
「
諸
佛
賢
聖
は
、
凡
夫
人
の
た
め
に

法
を
説
き
た
も
う
に
、
而
も
凡
夫
は
音
声
語
言
に
著
し
て
、
聖
人
の

意
を
取
ら
ず
、
実
義
を
得
ず
。
実
義
を
得
ざ
る
が
故
に
、
還
っ
て
実

中
に
於
い
て
著
を
生
ず
。
：
…
・
」
（
弓
．
謡
＆
引
四
）
と
い
う
。

⑳
先
に
註
③
お
よ
び
⑳
に
挙
げ
た
先
学
の
業
績
に
そ
の
こ
と
が
推
論

さ
れ
て
い
る
。

⑳
拙
稿
「
偏
方
不
定
教
に
つ
い
て
」
（
大
谷
学
報
五
六
’
一
、
昭
和

弘
年
６
月
）
、
「
中
国
佛
教
に
お
け
る
勝
堂
経
の
受
容
と
展
開
」
（
奥

田
慈
応
先
生
喜
寿
記
念
佛
教
思
想
論
集
、
昭
和
団
年
、
月
）
、
「
劉
乢

の
無
量
義
経
序
の
背
景
」
（
印
度
学
佛
教
学
研
究
二
五
’
二
、
昭
和

砲
年
３
月
）

⑳
以
上
は
、
肇
論
の
浬
渠
無
名
論
の
難
差
第
八
か
ら
明
漸
第
十
三
の

項
（
Ｈ
・
急
皀
＄
、
ｌ
］
９
９
の
取
意
で
あ
る
。

⑳
慧
遠
は
何
に
基
づ
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
劉
乢
に
注
法
華

経
十
巻
の
著
が
あ
っ
た
と
伝
え
、
恐
ら
く
そ
れ
は
無
量
義
経
序
に
先

立
つ
と
推
定
さ
れ
る
が
、
或
い
は
そ
こ
に
述
ぺ
た
も
の
か
も
知
れ
な

い
。

補
註

①
何
糟
之
の
名
は
晋
書
（
巻
九
十
九
）
の
桓
玄
の
伝
に
見
え
、
そ
の

避
撃
将
軍
の
任
に
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
資
治
通
鑑
の
隆
安
二
年
九

月
の
条
（
巻
二
○
）
お
よ
び
元
興
三
年
正
月
の
条
（
巻
二
三
）

に
も
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。

②
斬
木
瞼
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
譽
職
は
、
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
、

（
門
．
麗
由
Ｓ
・
）
、
成
実
論
（
目
鶴
￥
鵠
胃
）
、
大
乗
大
義
章
（
弓
．

畠
》
］
巴
ｇ
な
ど
に
見
ら
れ
る
。

F 戸
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