
称
佛
六
字
、
即
嘆
佛
↑
即
餓
悔
、
即
発
願
廻
向

と
あ
る
中
の
「
称
佛
六
字
：
…
即
餓
悔
」
の
意
趣
を
親
驚
が
平
易
に
噛
み
砕
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
る

こ
と
は
、
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
六
字
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
が
、
お
の
ず
か
ら
佛
徳
讃
嘆
に
な
る
の
み
な
ら
ず
、
俄
悔
す
る
こ
と
に
も

な
る
と
い
う
事
実
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
言
葉
に
秘
め
ら
れ
た
思
想
は
、
二
千
五
百
年
余
り
の
遼

遠
な
佛
教
の
歴
史
に
照
ら
し
て
見
る
と
き
、
実
に
深
甚
な
意
味
合
い
を
帯
び
た
発
言
で
あ
る
こ
と
が
痛
感
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
繊
悔

銘
文
中
の

『
尊
号
真
像
銘
文
』
（
本
）
に
親
鶯
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
記
し
て
い
る
。

①

南
無
阿
弥
陀
佛
を
と
な
ふ
る
は
、
す
な
わ
ち
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
罪
業
を
繊
悔
す
る
に
な
る
と
ま
ふ
す
也
。

こ
れ
は
善
導
の
別
徳
を
讃
え
て
、
智
栄
が
善
導
大
師
の
真
像
に
誌
し
た
銘
文
を
親
鴬
が
解
説
し
て
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
は
智
栄
の

念
佛
と
熾
悔

一

坂
東

性

純

24



と
い
う
こ
と
が
、
佛
教
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
凡
そ
人
間
の
宗
教
的
体
験
に
い
か
に
重
要
な
地
位
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
に
思
い
を

致
す
と
き
、
一
層
明
ら
か
に
感
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
短
か
い
発
言
に
は
色
灸
な
意
味
合
い
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
。

例
え
ば
、
浄
土
の
教
法
を
聞
信
す
る
念
佛
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
救
済
成
就
に
当
っ
て
、
事
改
め
て
峨
悔
す
る
と
い
う
こ
と
は
何
等
必
要

と
せ
ら
れ
ず
、
只
六
字
の
名
号
を
素
直
に
称
え
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
教
え
を
こ
こ
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
も
て
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
場
合
、
称
佛
六
字
は
一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
果
し
て
無
信
但
称
の
機
械
的
な
口
称
で
も
事
足
り
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
至
誠
心
・
深
心
・
廻
向
発
願
心
等
の
い
わ
ゆ
る
三
心
を
具
足
し
た
称
名
念
佛
が
こ
こ
に
暗
黙
の
裡
に

意
味
さ
れ
て
い
る
の
か
ｌ
が
必
然
的
に
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
称
名
念
佛
に
、
い
わ
ゆ
る
峨
悔

と
同
等
の
資
格
と
価
値
を
付
与
し
た
善
導
に
、
親
鴬
が
心
底
か
ら
讃
意
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
ま
た
、
南
無
阿
弥
陀
佛
と
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
犯
し
た
罪
が
峨
悔
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
し
て
、
「
無
始
よ
り

こ
の
か
た
の
」
罪
業
が
繊
悔
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
は
称
名
が
現
在
だ
け
で
な
く
無
限
の
過
去
に
係
わ
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
「
無
始
よ
り
こ
の
か
た
」
と
は
、
ま
た
、
単
に
時
間
的
に
過
去
に
遡
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
み
な
ら
ず
、

自
己
の
自
覚
に
上
ら
ぬ
所
謂
無
意
識
的
罪
業
を
も
包
括
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
短
か
い
発
言
で
最
も
注
目

さ
れ
る
点
は
、
称
佛
六
字
が
無
始
よ
り
こ
の
か
た
の
罪
業
を
「
俄
悔
す
る
に
な
る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
臓

悔
と
い
う
宗
教
的
行
為
が
自
己
の
は
か
ら
い
に
立
つ
意
識
的
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
否
定
し
去
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
特
別
に
隙

悔
と
し
て
為
す
行
為
で
な
く
、
六
字
の
名
号
を
称
え
る
こ
と
が
お
の
ず
か
ら
俄
悔
と
い
う
宗
教
的
行
為
と
成
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
。

し
か
も
こ
れ
は
親
鶯
自
ら
の
主
張
的
発
言
で
は
な
く
、
親
鶯
が
智
栄
の
銘
文
に
つ
い
て
述
べ
た
解
説
的
言
辞
と
し
て
表
明
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
だ
け
に
、
一
層
そ
の
控
え
目
な
表
現
に
宗
教
的
意
味
合
い
の
深
さ
を
暗
示
し
て
い
る
。
殊
に
親
鶯
の
場
合
、
先
覚
の
諸
師
の
言
葉
に

よ
っ
て
自
己
の
所
信
を
披
瀝
す
る
の
が
特
色
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
称
名
念
佛
と
い
う
形
に

お
い
て
お
の
ず
か
ら
為
さ
れ
て
い
る
餓
悔
こ
そ
真
に
餓
悔
と
い
う
名
に
値
い
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
こ
こ
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い

25



る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
観
無
量
寿
経
』
の
中
に
は
、
南
無
阿
弥
陀
佛
と
称
え
る
こ
と
が
、
五
十
億
劫
、
乃
至
、
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
こ
と
に
な
る

と
い
う
思
想
が
見
ら
れ
る
。
隙
悔
と
滅
罪
と
は
表
現
こ
そ
異
な
れ
、
相
互
に
不
離
な
る
も
の
と
見
散
さ
れ
る
が
、
一
般
に
量
的
無
限
は
質

、
、
、

的
な
相
異
を
暗
示
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
称
名
に
よ
っ
て
自
己
の
記
憶
に
あ
る
無
し
を
問
わ
ず
、
一
切
の
罪
業
を

離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
思
想
が
す
で
に
『
観
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
唐
の
善
導
は
こ
の
『
観
経
』
解

釈
に
多
大
の
貢
献
を
な
し
た
事
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
他
方
そ
の
深
い
餓
悔
思
想
は
浄
土
教
史
上
の
白
眉
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

善
導
に
『
観
経
』
を
紹
介
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
師
の
道
紳
は
、
そ
の
著
『
安
楽
集
』
の
中
で
次
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

今
の
時
の
衆
生
を
計
る
に
、
即
ち
佛
世
を
去
り
た
ま
い
て
後
の
第
四
の
五
百
年
に
当
れ
り
。
正
に
是
れ
臓
悔
し
、
福
を
修
し
↑
応
に

佛
の
名
号
を
称
す
、
へ
き
時
の
者
な
り
。
一
念
阿
弥
陀
佛
を
称
す
る
に
、
即
ち
能
く
八
十
億
劫
の
生
死
の
罪
を
除
却
せ
ん
。
一
念
既
に
雨

②

な
り
。
況
ん
や
常
念
を
修
す
る
は
、
即
ち
是
れ
恒
に
繊
悔
す
る
人
な
り
。

こ
こ
に
は
意
図
的
な
性
格
を
帯
び
た
称
名
と
は
言
え
、
と
も
角
絶
え
ず
称
名
念
佛
を
修
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
恒
に
戯
侮
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
思
想
が
す
で
に
顕
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
道
紳
に
十
年
余
り
の
間
、
し
か
も
二
十
歳
台
の
多
感
な
青
春
時
代
か
ら
感
化
を
蒙

っ
た
善
導
が
、
餓
悔
思
想
に
お
い
て
も
深
甚
な
影
響
を
蒙
っ
た
と
し
て
も
別
に
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
善
導
の
場
合
峨
悔
思
想
は
、

そ
の
『
観
経
疏
』
（
散
善
義
）
に
示
さ
れ
る
二
種
深
信
中
の
機
の
深
信
の
表
白
と
し
て
簡
明
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
『
般
舟
讃
』
や
『
往

生
礼
讃
』
等
、
そ
の
他
の
諸
著
作
の
上
に
も
濃
厚
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
『
般
舟
讃
』
に
は
、

ま
う

敬
ひ
て
一
切
往
生
の
知
識
等
に
白
さ
く
。
大
き
に
須
ら
く
漸
槐
す
曇
へ
し
。
釈
迦
如
来
は
実
に
是
れ
慈
悲
の
父
母
な
り
、
種
種
の
方
便

③

も
て
我
等
が
無
上
の
信
心
を
発
起
せ
し
め
た
ま
ふ
。

と
広
く
儀
悔
の
呼
び
か
け
を
行
な
っ
て
い
る
。
天
台
智
顎
に
よ
れ
ば
、
繊
悔
は
衛
槐
に
等
し
い
と
し
て
、

④

隙
は
断
に
名
け
～
悔
は
槐
に
名
く
。
噺
は
則
ち
天
に
漸
ぢ
、
槐
は
則
ち
人
に
槐
ず
。
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と
い
う
定
義
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

噺
と
は
自
ら
罪
を
作
ら
ず
、
槐
と
は
他
を
し
て
作
ら
し
め
ず
。
断
と
は
内
自
ら
菫
恥
し
、
槐
と
は
発
露
し
て
人
に
向
う
。
噺
と
は
人

⑤

に
差
ぢ
、
慨
と
は
天
に
差
ず
、
是
れ
を
漸
槐
と
名
づ
く
。

と
い
う
『
浬
藥
経
』
の
思
想
を
受
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
し
蹴
塊
と
俄
悔
が
同
一
の
内
面
的
状
況
を
指
す
と
す
れ
ば
、

同
経
に
こ
れ
に
す
ぐ
続
い
て
述
。
へ
ら
れ
る

剛
偲
無
き
者
は
名
け
て
人
と
為
さ
ず
、
名
け
て
畜
生
と
為
す
。
蜥
偲
あ
る
が
故
に
、
則
ち
能
く
父
母
師
長
を
恭
敬
す
。
断
槐
あ
る
が

⑥

故
に
父
母
・
兄
弟
・
姉
妹
有
る
こ
と
を
説
く
。

と
い
う
言
葉
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
隙
悔
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
断
偲
、
す
な
わ
ち
餓
悔

の
心
情
が
人
間
を
畜
生
と
区
別
す
る
重
要
な
徳
目
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
真
に
人
間
た
る
こ
と
を
確
保
す
る
絶
対
必
要
条
件
で
あ

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
こ
の
箇
所
は
、
己
が
犯
し
た
罪
に
戦
く
阿
闇
世
王
に
た
い
し
て
、
宮
廷
の
名
医
・
耆
婆
が
教
誠

し
た
言
葉
の
形
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
耆
婆
の
言
葉
は
そ
の
ま
ま
釈
尊
の
峨
悔
観
を
示
し
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。

し

⑦

専
ら
弥
陀
の
名
号
を
念
ぜ
ん
に
は
如
か
じ
。
念
ゐ
に
称
名
し
常
に
餓
悔
す
蕊
へ
し
。

と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
称
名
を
伴
わ
ぬ
餓
悔
を
薦
め
つ
つ
、
ま
た
こ
れ
と
平
行
し
て
、
他
方
称
名

と
俄
悔
と
を
相
即
さ
せ
て
述
べ
て
い
る
点
、
師
の
道
紳
と
全
く
軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
浄
土
教
の
伝
統
に
お
い
て
は
、
餓
悔
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
的
に
、
あ
る
い
は
、
間
接
的
に
称
名
念
佛
の
行
と
の
関
連
に

お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
体
何
故
に
称
名
念
佛
が
餓
悔
た
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
ど
の
よ
う
な
称
名
念
佛
が
峨
悔
と
し
て
成
り
立
ち
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
場
合
の
峨
悔
の
性
格
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
の
か
Ｉ
等
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
餓
悔
と
い
う
現
象
の
発
端
は
、
有
限
な
る
人
間
が
己
が
犯
し
た
罪
悪
な

し
た
言
葉
の
形
を
と
っ
て
は
い
る

ま
た
同
じ
く
『
般
舟
讃
」
に
は
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り
過
失
な
り
の
自
覚
を
も
つ
こ
と
に
発
し
、
そ
れ
を
追
悔
し
、
あ
る
い
は
呵
責
の
念
に
駆
ら
れ
て
心
が
安
ん
ず
る
こ
と
を
得
ず
、
で
き
う

べ
く
ん
ぱ
罪
障
を
償
っ
て
、
元
の
安
ら
か
な
心
境
を
恢
復
し
た
い
と
意
識
的
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
希
求
す
る
こ
と
を
そ
の
本
来
の
性

格
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
自
己
の
罪
障
に
こ
れ
ま
で
無
自
覚
で
あ
っ
た
も
の
が
、
覚
者
の
言
葉
に
接
し
、
佛
智
に
照
破
さ

れ
て
、
罪
業
感
を
覚
え
、
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
ぬ
心
境
が
忽
然
と
し
て
生
起
す
る
に
至
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は

悔
い
る
主
体
と
、
自
覚
に
上
っ
た
対
象
た
る
罪
障
と
の
実
在
感
が
共
に
存
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
己
と
自
己
の
犯

し
た
大
小
の
罪
過
と
の
意
識
の
存
す
る
限
り
、
真
の
安
心
は
遂
に
得
ら
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
れ
ば
と
て
罪
業
の
意
識

を
消
除
す
る
の
に
性
急
な
余
り
、
酒
・
麻
薬
・
享
楽
等
の
一
時
的
な
逃
避
手
段
に
訴
え
て
も
、
根
本
的
な
解
決
と
は
な
り
得
ず
、
む
し
ろ

更
に
苦
悩
を
深
め
る
結
果
に
終
る
で
あ
ろ
う
。
『
混
藥
経
』
に
描
か
れ
て
い
る
阿
闇
世
王
の
故
事
は
こ
の
苦
悩
の
深
刻
さ
を
如
実
に
示
し

て
い
る
。
真
の
解
決
は
更
に
根
元
的
な
も
の
、
即
ち
心
の
深
部
に
お
け
る
転
廻
Ｉ
廻
心
Ｉ
に
期
待
す
る
よ
り
外
に
道
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
臓
悔
は
主
、
客
の
二
元
対
立
を
前
提
と
し
、
そ
れ
ら
を
包
含
し
て
い
る
が
、
同
時
に
繊
悔
の
深
化
に
従
っ
て
そ
の
対
立

が
解
消
さ
れ
た
境
地
に
進
め
ば
、
隙
悔
と
い
う
意
識
す
ら
消
失
し
て
し
ま
う
こ
と
は
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。
餓
悔
の
中
味
で
あ
り
つ

つ
、
繊
悔
の
出
発
点
で
あ
っ
た
二
元
対
立
の
域
を
脱
し
た
次
元
を
強
い
て
区
別
し
、
別
の
呼
び
名
を
以
て
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
わ

ゆ
る
「
廻
心
」
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
古
来
「
廻
心
隙
悔
」
と
い
う
複
合
語
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
餓
悔
と
い
う
も
の
が
、
餓
悔

す
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
と
の
二
元
対
立
に
発
し
つ
つ
、
そ
の
対
立
の
解
消
さ
れ
た
質
的
に
異
な
る
次
元
を
も
孕
む
も
の
で
あ
る
が
故
で

あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
峨
悔
」
を
意
味
す
る
薑
§
亀
惠
。
量
と
い
う
言
葉
に
も
、
「
後
思
・
後
悔
」

⑧

（
電
§
亀
‐
ご
Ｏ
量
）
と
、
「
理
（
性
的
直
）
観
の
超
越
」
ミ
ミ
ｓ
‐
富
。
硯
詠
と
の
両
義
を
一
語
に
孕
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
。
前
者
は
否
定
的
側
面
、

即
ち
自
己
の
没
落
と
放
棄
と
し
て
の
隙
悔
で
あ
り
‐
後
者
は
、
肯
定
的
側
面
、
即
ち
自
己
の
価
値
性
の
恢
復
ｌ
廻
心
（
転
心
）
ｌ
を

内
容
と
し
た
餓
悔
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
餓
悔
は
自
力
と
他
力
、
自
己
と
自
己
を
超
え
た
も
の
の
双
方
よ
り
成
立
っ
で
き
ご
と
で
あ
る

こ
と
が
、
こ
の
メ
タ
ノ
イ
ァ
と
い
う
一
語
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
佛
教
の
伝
統
に
お
い
て
「
廻
心
」
と
い
う
言
葉
が
「
峨
悔
」
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に
即
し
て
別
立
さ
れ
た
消
息
を
も
間
接
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
善
導
の
言
葉
を
以
て
す
れ
ば
、
前
者
は
罪
悪
生
死
の
存
在
の
日
常

⑨

的
自
我
の
死
、
す
な
わ
ち
、
「
前
念
命
終
」
を
さ
し
、
後
者
は
罪
業
の
繋
縛
を
脱
し
真
の
自
己
を
恢
復
し
、
い
わ
ば
新
た
な
自
己
に
甦
っ

⑩

た
局
面
、
す
な
わ
ち
「
後
念
即
生
」
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
浄
土
教
の
い
わ
ゆ
る
往
生
浄
土
の
体
験
は
疑
い
も
な
く
こ
の
廻
心

隙
悔
を
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
改
め
て
知
ら
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
戯
悔
は
、
罪
障
の
解
消
さ
れ
ぬ
次
元
と
、
解
消
さ
れ
た
次
元
と
を
同
時
に
孕
ん
で

い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
餓
悔
は
苦
悩
の
凡
夫
の
上
に
起
る
事
実
で
あ
る
が
、
起
る
と
い
う
で
き
事
自
体
す
で
に
た
だ

事
な
ら
ぬ
事
実
を
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
全
く
無
自
覚
な
凡
夫
に
は
餓
悔
、
追
悔
の
心
な
ど
起
り
得
る
筈
は
な
い
が
、
繊
悔
の
心
が
萌

し
た
と
こ
ろ
に
は
、
こ
れ
ま
で
実
動
し
て
い
な
か
っ
た
あ
る
働
き
が
開
始
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
実
動
す
る
に
至
っ
た
働

き
を
「
信
」
と
呼
ぶ
に
せ
よ
、
「
菩
提
心
」
と
呼
ぶ
に
せ
よ
、
そ
の
働
き
あ
っ
て
の
追
悔
で
あ
り
餓
悔
で
あ
る
。
従
っ
て
い
わ
ゆ
る
隙
悔

は
、
餓
悔
と
い
う
眼
に
見
え
る
現
象
の
背
後
に
あ
る
目
に
見
え
な
い
働
き
を
も
含
め
て
の
餓
悔
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
餓
悔

⑪

は
自
己
の
行
で
あ
り
な
が
ら
↑
同
時
に
自
己
を
超
え
た
も
の
の
行
で
あ
り
、
従
っ
て
「
無
の
行
」
と
称
さ
れ
う
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
以

上
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
餓
悔
に
お
い
て
自
力
，
、
他
力
の
混
然
一
体
と
な
っ
た
す
が
た
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
‐
と
一
言
準
え
よ
』
《
ノ
。

親
驚
の
和
讃
の
中
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
洞
察
も
こ
の
辺
の
消
息
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
§

信
心
ス
ナ
ハ
チ
一
心
ナ
リ

一
心
ス
ナ
ハ
チ
金

金
剛
心
〈
菩
提
心

心
ス
ナ
ハ
チ
金
剛
心 二
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ふ
つ
う
、
信
心
や
菩
提
心
は
人
が
起
す
も
の
の
ょ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
親
鴬
は
人
に
起
る
ま
ま
を
他
力
と
言
い
切
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
餓
悔
も
自
己
の
は
か
ら
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
偏
え
に
他
力
の
催
起
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
成
り
立
ち
う
る

行
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
心
の
質
的
転
換
を
意
味
す
る
廻
心
と
相
即
す
る
よ
う
な
餓
悔
｝
」
そ
が
真
の

意
味
に
お
け
る
倣
悔
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

親
鶯
が
そ
の
餓
悔
観
に
多
大
の
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
善
導
大
師
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
品
の
餓
悔
」
の
教
説
の
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
↑
『
往
生
礼
讃
』
（
日
中
讃
）
に
は
↑
三
種
の
餓
悔
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

倣
悔
に
三
品
有
り
。
上
中
下
な
り
。
上
品
の
倣
悔
は
、
身
の
毛
孔
の
中
よ
り
血
を
流
し
、
眼
の
中
よ
り
血
を
出
す
者
を
ぱ
上
品
の
繊

悔
と
名
く
。
中
品
の
餓
悔
は
＄
偏
身
に
熱
き
汗
毛
孔
よ
り
出
づ
。
眼
の
中
よ
り
血
の
流
る
る
者
は
中
品
の
繊
悔
と
名
く
。
下
品
の
繊
悔

⑬

は
、
偏
身
徹
り
て
熱
く
、
眼
の
中
よ
り
涙
出
づ
る
者
を
ば
下
品
の
峨
悔
と
名
く
。

常
識
的
に
考
え
れ
ば
～
ど
ん
な
に
深
刻
な
倣
悔
で
も
せ
い
ぜ
い
熱
涙
を
出
し
て
前
非
を
悔
い
、
ま
た
救
わ
れ
た
喜
び
を
表
明
す
る
の
が
そ

の
極
と
思
わ
れ
る
が
、
善
導
大
師
が
こ
こ
で
説
い
て
い
る
繊
悔
の
タ
イ
プ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
下
品
の
、
つ
ま
り
一
番
劣
っ
た
部
類
に

属
す
る
慨
悔
に
し
か
す
ぎ
ぬ
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
善
導
の
標
準
か
ら
す
れ
ば
、
更
に
こ
の
程
度
を
上
ま
わ
る
底
の
餓
悔
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
眼
や
毛
孔
か
ら
血
を
流
す
位
深
刻
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
善
導
大
師
が
こ
こ
で
言
外
に
語
っ
て
い
る
こ

と
は
、
一
般
の
常
識
で
考
え
ら
れ
る
餓
悔
は
実
は
本
来
の
餓
悔
と
は
全
く
想
像
も
及
ば
ぬ
程
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

熱
汗
に
代
っ
て
血
涙
や
身
の
毛
孔
か
ら
の
流
血
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
の
は
、
質
的
懸
隔
を
象
徴
的
に
示
す
も
の
と
も
見
ら
れ
う
る
で
あ

ろ
う
。
ま
た
一
方
、
一
般
に
重
い
病
状
に
お
い
て
見
ら
れ
る
出
血
・
吐
血
等
の
症
状
は
、
確
か
に
異
常
で
あ
っ
て
、
普
通
当
の
病
人
の
自

覚
を
超
え
た
病
因
に
よ
る
場
合
が
多
い
こ
と
に
思
い
を
致
せ
ば
、
餓
悔
と
い
う
行
為
も
、
戯
悔
し
て
い
る
当
人
を
超
え
た
あ
る
働
き
に
よ

っ
て
現
出
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、
こ
の
場
合
の
流
血
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
前
者
の
見
方
は
、
一

⑫

コ
ノ
心
ス
ナ
ハ
チ
他
力
ナ
リ
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見
、
現
実
に
は
有
り
得
ぬ
よ
う
な
流
血
と
い
う
象
徴
的
表
現
を
も
っ
て
善
導
大
師
が
本
当
の
餓
悔
が
凡
夫
に
は
と
う
て
い
出
来
得
ぬ
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
見
る
に
反
し
、
後
者
の
見
方
は
、
正
に
現
実
の
身
の
事
実
と
し
て
の
流
血
・
吐
血
等
の
病
状
を
示
す
も
の
と
見
、
た
だ

凡
夫
の
無
明
の
故
に
、
自
ら
犯
し
た
罪
業
に
心
は
無
自
覚
の
儘
で
い
る
に
反
し
、
身
の
事
実
が
、
主
観
を
超
え
て
、
現
に
罪
業
を
証
言
し

て
い
る
と
の
見
方
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
ゞ
た
だ
こ
こ
で
最
も
注
目
す
、
へ
き
こ
と
は
、
善
導
は
こ
の
教
説
を
述
べ
た
後
、

⑭

応
に
知
る
べ
し
。
流
涙
・
流
血
等
に
能
は
ず
と
雌
も
、
た
だ
能
く
真
心
徹
到
す
る
者
は
、
即
ち
上
と
同
じ
。

と
結
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
を
受
け
て
親
鴬
が

と
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
親
溌
の
餓
悔
観
が
善
導
か
ら
直
接
継
承
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
親
鶯
は
善
導
の
「
真
心
徹
到
」
な
る
言
葉
を
、
称
名
念
佛
に
即
し
た
他
力
廻
向
の
信
の
徹
底
と

受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

繊
悔
は
本
来
、
真
実
に
照
破
さ
れ
て
、
個
人
が
自
己
の
過
悪
を
如
実
に
知
ら
し
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
生
ず
る
極
め
て
実
存
的
な
反
応
と

考
え
ら
れ
る
が
、
初
期
佛
教
の
僧
伽
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
単
に
個
人
の
内
面
的
な
こ
と
が
ら
と
し
て
留
め
て
置
く
こ
と
な
く
、
互
い
に

表
白
し
て
許
し
を
乞
う
今
へ
き
こ
と
と
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
在
で
も
東
南
ア
ジ
ア
の
上
座
部
佛
教
の
伝
統
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
い

わ
ゆ
る
布
薩
（
↑
一
宮
富
ミ
ミ
あ
る
い
は
、
官
吻
員
言
）
の
儀
式
が
そ
れ
で
、
布
薩
と
は
、
同
一
地
域
内
の
比
丘
達
が
半
月
毎
に
会
合
し
て
、

過
去
半
月
の
間
に
お
け
る
行
為
を
自
己
反
省
し
、
罪
が
あ
れ
ば
告
白
・
俄
悔
す
る
行
事
で
、
毎
月
の
満
月
と
新
月
に
な
さ
れ
る
も
の
と
言

わ
れ
る
。
こ
の
時
、
波
羅
提
木
叉
（
戒
本
）
、
即
ち
佛
教
有
団
の
規
律
の
基
本
条
項
の
全
体
を
話
す
る
の
が
本
来
の
制
度
で
あ
る
が
、
障

真
心
徹
到
ス
ル
ヒ
ト

金
剛
心
ナ
リ
ヶ
レ
バ

三
品
ノ
隙
悔
ス
ル
ヒ
ト
、

⑮

ヒ
ト
シ
ト
宗
師
〈
ノ
タ
マ
ヘ
リ

ヒ
ー
ｒ
〈
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害
が
あ
れ
ば
略
し
て
そ
の
一
部
を
語
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
場
合
、
波
羅
提
木
叉
は
自
己
の
行
為
を
吟
味
す
る
に
当
っ
て

の
規
準
と
な
る
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
又
、
こ
の
儀
式
は
出
家
の
者
に
限
ら
れ
ず
、
在
家
の
信
者
が
六
斎
日
な
ど
に
八
斎
戒
を
受
持

す
る
こ
と
も
同
じ
く
布
薩
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
布
薩
の
制
度
の
起
源
は
も
と
外
教
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
恐
ら
く
人
間
性
の
自
然
の

成
行
き
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
が
生
起
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
俄
悔
そ
の
も
の
は
兎
も
角
と
し
て
、
こ
の
大
衆
の
前
に
お
け
る
告
白

は
、
し
か
し
な
が
ら
、
必
ず
し
も
人
間
性
の
自
然
に
相
応
す
る
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
告
白
さ
れ
る
内
容
、
大
衆
の
質
、
等
、
時
と

場
合
に
よ
っ
て
極
め
て
大
き
な
相
異
が
有
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
も
適
当
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
法
（
真
理
）
の
前
に
お
け
る
人
間
性
の
平
等
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
致
す
と
き
、
過
失
を
免
れ
難
い
不
完
全
な
人
間
の
上
に
、

他
の
告
白
を
聴
許
す
る
資
格
が
賦
与
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
法
」
の
権
威
の
下
に
仮
に
許
さ

れ
る
の
み
で
あ
ろ
う
。
隙
悔
は
結
局
の
と
こ
ろ
絶
対
、
無
限
者
（
法
あ
る
い
は
佛
）
の
方
か
ら
己
が
身
が
照
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
と
し
て
の
実
存
が
独
り
そ
の
光
の
中
に
立
つ
こ
と
に
こ
そ
こ
の
行
為
の
自
然
の
あ
り
方
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
以

上
の
点
に
思
い
を
致
す
と
き
、
大
衆
の
面
前
で
、
具
体
的
に
罪
を
告
白
す
る
初
期
佛
教
の
布
薩
の
儀
式
が
、
佛
教
の
歴
史
的
発
展
と
共
に

形
式
化
し
、
あ
る
い
は
廃
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
必
然
の
成
行
き
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
決
し
て
餓
悔
そ
の
も
の
の

不
合
理
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
秘
事
を
公
開
し
て
他
の
許
し
を
乞
う
と
い
う
事
実
の
妥
当
性
に
係
わ
り
合
い
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
臓
侮
の
要
素
を
も
含
む
受
戒
の
制
度
の
変
遷
の
中
に
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
三
師
七
証
と
い
う

十
人
の
師
の
立
合
い
の
下
に
行
わ
れ
て
い
た
小
乗
律
に
基
づ
く
受
戒
の
形
式
を
否
認
し
た
最
澄
は
、
そ
の
『
四
条
式
』
の
中
で

な
ら
び
⑯

今
、
天
台
の
年
分
学
生
、
丼
に
回
心
向
大
の
初
修
業
の
者
に
は
、
こ
の
戒
（
小
乗
戒
）
を
受
く
る
こ
と
を
許
さ
ず
。

か

と
明
言
し
、
十
師
の
中
、
一
人
で
も
閾
い
た
な
ら
ば
戒
を
得
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
小
乗
戒
に
替
っ
て
、
『
梵
網
経
』
の
十
重
四
十
八

軽
戒
に
基
く
大
乗
戒
に
よ
る
受
戒
を
主
唱
し
、

ひ
と
り

現
前
の
一
の
伝
戒
の
師
を
請
じ
て
、
以
て
現
前
の
師
と
な
す
。
も
し
伝
戒
の
師
な
く
ん
ば
、
千
里
の
内
に
請
ず
。
も
し
千
里
の
内
に
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と
言
う
。
こ
の
「
阿
含
経
』
の
い
わ
ゆ
る
二
つ
の
妙
法
の
う
ち
、
前
者
が
対
自
的
心
境
で
あ
る
に
対
し
て
、
後
者
が
対
他
的
心
境
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
同
一
の
心
境
が
内
面
と
外
面
の
二
方
向
か
ら
見
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
名

称
の
相
違
で
あ
っ
て
、
決
し
て
二
つ
の
別
個
の
心
境
で
は
な
か
ろ
う
。
両
者
は
異
っ
た
相
を
呈
し
つ
つ
相
即
し
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
い

わ
ば
一
体
と
な
っ
て
い
る
心
の
さ
ま
が
、
い
わ
ゆ
る
餓
悔
の
心
情
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
餓
悔
に
は
本
来
、
内

も
外
も
な
く
、
自
力
も
他
力
も
な
く
、
私
も
公
も
あ
り
得
ぬ
道
理
で
は
あ
る
が
、
社
会
的
性
格
を
も
っ
た
人
間
生
活
の
中
に
お
い
て
生
起

す
る
限
り
は
、
時
と
場
合
に
応
じ
て
、
内
・
外
等
の
区
別
が
必
然
的
に
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
但
し
何
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
こ
に
厳

然
と
し
て
存
在
す
る
も
の
は
、
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
改
悔
へ
の
内
面
的
促
し
と
希
求
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
餓
侮
は
以
上
概
観
し
た
諸
側
面
の
他
に
、
天
台
智
顎
が
「
摩
訶
止
観
』
の
中
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る

ふ
ま
え
⑰

能
く
戒
を
授
く
る
者
な
く
ん
ば
、
至
心
に
餓
悔
し
て
、
必
ず
好
相
を
得
、
佛
像
の
前
に
お
い
て
、
自
誓
受
戒
せ
よ
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
、
出
家
・
得
度
の
儀
式
と
い
う
内
省
の
凝
縮
さ
れ
た
象
徴
的
行
為
が
、
深
い
個
の
自
覚
に
返
さ
れ
た
観
が
あ

り
、
い
わ
ば
一
対
一
で
佛
に
直
参
す
る
ひ
た
む
き
な
姿
が
あ
る
。
こ
の
小
乗
戒
か
ら
大
乗
戒
へ
の
転
換
の
根
底
を
な
し
て
い
る
も
の
も
、

餓
悔
と
い
う
内
省
的
営
み
の
極
め
て
実
存
的
な
厳
粛
性
の
自
覚
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

峨
悔
と
同
義
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
蜥
含
葛
）
・
槐
（
§
員
昌
ご
倉
）
は
そ
れ
ぞ
れ
初
期
佛
教
以
来
、
十
大
善
地
法
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い

⑱

る
が
、
『
増
一
阿
含
』
（
第
九
漸
槐
品
）
に
も

⑲

二
つ
の
妙
法
あ
り
。
世
間
を
擁
護
す
。
所
謂
、
有
漸
有
塊
な
り
。

と
説
か
れ
、
蜥
塊
の
徳
が
讃
嘆
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
！
同
じ
く
過
悪
を
差
恥
す
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
、
伽
と
槐

の
二
つ
に
分
け
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
倶
舎
論
』
中
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

所
造
の
罪
に
お
い
て
、
自
ら
観
て
恥
づ
る
こ
と
有
る
を
説
い
て
名
け
て
噺
と
為
し
、
他
を
観
て
恥
づ
る
こ
と
有
る
を
説
い
て
名
け
て

|鬼
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に
つ
い
て
は
、
「
普
賢
観
経
』
に

お
の
ず
か

何
者
か
是
れ
罪
、
何
も
の
か
是
れ
福
、
我
が
心
自
ら
空
な
れ
ば
罪
・
福
も
主
な
し
。
一
切
の
法
は
是
の
如
く
住
な
く
壊
な
し
。
是
の

如
き
峨
侮
は
心
を
観
ず
る
に
心
な
し
。
法
も
法
の
中
に
住
せ
ず
。
諸
法
は
解
脱
な
り
、
滅
諦
な
り
、
寂
静
な
り
。
是
の
如
き
の
相
を
ば

⑳

大
倣
悔
と
名
け
、
大
荘
厳
餓
悔
と
名
け
、
無
罪
相
隙
悔
と
名
け
、
破
壊
心
識
と
名
く
。

と
あ
る
よ
う
に
、
罪
障
や
過
悪
の
現
象
面
に
留
意
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
心
を
捕
捉
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
罪
か
ら
逃
れ
ん
と
し
、
同
時

に
そ
の
反
対
概
念
で
あ
る
福
を
求
め
る
二
元
相
対
の
分
別
心
の
本
性
が
本
来
空
で
あ
る
こ
と
を
見
定
め
る
こ
と
を
薦
め
る
。
こ
れ
が
徹
底

さ
れ
れ
ば
こ
の
心
的
態
度
は
、
も
は
や
、
餓
悔
と
す
ら
呼
ぶ
必
要
は
無
い
筈
で
あ
る
が
、
事
繊
と
の
対
照
上
↑
智
頻
は
敢
え
て
理
の
餓

悔
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
浄
土
教
史
に
お
い
て
は
、
法
然
の
先
駆
を
な
す
源
信
は
、
そ
の
隙
悔
観
の
法
然
に
与
え
た
影
響
は
決

し
て
無
視
出
来
な
い
重
要
な
位
置
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
著
、
『
往
生
要
集
』
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
理
餓
を
勝
れ
た
も
の
と

し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
源
信
は
、
『
要
集
』
大
文
第
五
・
助
念
の
方
法
中
の
骸
侮
衆
罪
の
項
に
お
い
て
、
諸
種
の
憧

悔
を
述
べ
た
後
、
問
答
を
設
け
て
左
の
如
く
言
う
。

問
ふ
。
こ
の
中
に
何
者
を
か
最
勝
と
す
る
。

は
ん
に

⑳

答
ふ
。
も
し
一
人
に
約
せ
ば
機
に
順
ず
る
を
勝
と
な
し
、
も
し
汎
爾
に
判
ず
れ
ば
理
餓
を
勝
と
な
す
。

こ
の
理
骸
を
事
俄
よ
り
勝
れ
た
も
の
と
見
る
思
想
は
、
事
観
よ
り
は
理
観
を
、
称
名
念
佛
よ
り
は
観
念
の
念
佛
を
勝
れ
た
も
の
と
見
る

天
台
教
学
の
観
心
の
教
学
と
明
ら
か
に
並
行
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
源
信
自
身
も
述
ゞ
へ
て
い
る
よ
う
に
あ
く
ま
で
、
「
汎
爾
に
判
」

②

「
事
俄
」
と
「
理
懐
」
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
隙
悔
の
性
格
、
し
た
が
っ
て
様
式
に
係
わ
る
区
別
で
、
こ
の
区
別
に
注
目
す
る
こ
と

は
、
峨
悔
と
念
佛
と
の
係
わ
り
合
い
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、
重
要
な
視
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
か
に
思
わ
れ
る
。
前
者
は
「
随
事

②

分
別
餓
悔
」
、
後
者
は
「
観
察
実
相
骸
悔
」
と
も
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
方
は
、
具
体
的
な
個
々
の
過
悪
に
つ

い
て
の
餓
悔
を
指
し
、
他
方
は
、
過
失
そ
の
も
の
と
、
過
失
を
犯
し
た
主
体
、
の
実
相
を
本
質
的
に
諦
観
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
後
者
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そ
れ
で
は
餓
悔
と
称
名
念
佛
と
の
結
び
つ
き
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
事
情
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
佛
教
が
イ
ン
ド
か

ら
中
国
に
受
容
さ
れ
て
、
大
乗
佛
教
的
発
展
を
遂
げ
る
と
同
時
に
、
諸
種
の
峨
悔
・
悔
過
の
形
式
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
所
謂

小
乗
律
に
基
づ
く
布
薩
の
儀
式
の
大
乗
的
な
独
自
の
発
展
と
も
見
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
切
実
な
現
実
感
の
必
ず
し
も
伴
わ
ぬ

形
式
に
堕
し
た
側
面
も
付
随
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
何
事
に
あ
れ
、
形
式
の
完
備
は
、
内
実
の
稀
薄
化
を
伴
な
い
が
ち

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
諸
倉
の
大
乗
経
典
の
成
立
。
翻
訳
と
共
に
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く
幾
多
の
繊
悔
の
形
式
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
悔
過

文
、
峨
法
（
あ
る
い
は
繊
儀
）
と
し
て
成
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
拠
り
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
経
典
で
は
、
『
混
藥
経
』
、
『
法

じ
た
上
で
の
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
一
般
論
の
上
に
お
い
て
の
こ
と
と
見
る
蕊
へ
き
で
あ
ろ
う
。
も
し
「
機
に
順
ず
る
を
勝
と
」
す
る
な
ら

ば
、
当
事
者
の
機
質
に
よ
っ
て
は
事
蹟
の
方
が
勝
れ
た
場
合
も
あ
り
う
る
事
は
十
分
考
慮
に
入
れ
て
の
返
答
と
見
る
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
し

か
ら
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
、
称
名
念
佛
の
位
置
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
事
峨
で

も
な
く
理
餓
で
も
あ
り
得
ぬ
と
見
ら
れ
る
が
、
後
世
、
法
然
の
称
名
念
佛
の
後
を
受
け
て
立
っ
た
親
鴛
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
同
一

の
念
佛
に
お
い
て
も
、
諸
行
並
み
の
第
十
九
願
的
念
佛
、
自
我
意
識
を
混
え
た
第
二
十
願
的
念
佛
・
自
己
の
計
ら
い
を
離
れ
て
自
然
に
称

え
し
め
ら
れ
る
第
十
八
願
的
念
佛
等
、
種
々
の
色
合
い
を
含
み
得
る
も
の
で
あ
る
点
を
勘
考
す
れ
ば
、
動
機
、
す
な
わ
ち
称
え
し
め
ら
れ

る
因
か
ら
見
れ
ば
事
餓
で
も
あ
り
、
ま
た
果
す
な
わ
ち
、
念
佛
に
よ
っ
て
参
入
せ
し
め
ら
れ
た
境
地
か
ら
見
れ
ば
、
理
俄
と
も
な
り
得
る

と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
理
峨
は
決
し
て
事
峨
の
否
定
で
は
な
く
、
む
し
ろ
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
見
倣
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、

何
び
と
に
と
っ
て
も
、
凡
そ
倣
悔
の
発
端
は
必
ず
事
峨
に
在
り
、
事
峨
を
媒
介
せ
ぬ
理
餓
は
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

事
繊
よ
り
理
徴
へ
の
方
向
は
、
峨
悔
そ
の
も
の
の
本
質
的
性
格
か
ら
し
て
必
然
的
、
否
、
自
然
の
趨
勢
と
言
う
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
称
名
念
俳
の
形
態
に
お
け
る
峨
伽
は
、
事
・
理
の
双
方
に
跨
が
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
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華
経
』
、
『
華
厳
経
』
、
『
金
光
明
経
』
、
『
観
無
量
寿
経
』
、
「
観
佛
三
昧
海
経
』
、
『
円
覚
経
』
、
各
種
の
『
般
若
経
』
＄
各
種
の
陀
羅
尼

類
が
あ
り
、
中
で
も
『
法
華
経
』
に
基
づ
く
「
法
華
餓
法
」
が
最
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
減
罪
悔
過
の
法
は
中
国
に
お
い
て
は
殊
に
梁
時

代
以
来
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
悔
過
の
所
依
と
な
っ
た
本
尊
等
の
種
類
も
数
多
く
↑
薬
師
、
阿
弥
陀
、
釈
迦
、

吉
祥
天
、
普
賢
菩
薩
、
虚
空
蔵
菩
薩
、
地
蔵
菩
薩
等
が
あ
り
、
後
世
の
発
展
途
上
に
お
い
て
注
意
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
個
人
の
罪
障
の
悔

過
と
い
う
原
初
の
性
格
が
更
に
拡
大
さ
れ
て
、
五
穀
成
熟
や
病
気
平
癒
等
の
祈
願
等
に
も
充
当
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
佛
教
が
鎮
護
国
家
の
宗
教
と
し
て
祈
願
・
祈
祷
の
役
割
を
荷
う
に
至
っ
た
歴
史
的
事
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
源
信
か
ら
法
然

を
経
て
親
樋
に
至
る
浄
土
念
佛
の
発
展
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
余
り
に
も
形
式
化
し
、
内
実
を
失
っ
て
い
た
悔
過
の
本
来
の
意
義
が
再

確
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
鎌
倉
新
仏
教
に
お
け
る
宗
教
的
生
命
の
復
活
と
平
行
し
て
注
目
さ
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
祈
祷

的
要
素
の
払
拭
と
、
個
人
の
宗
教
的
生
き
方
の
自
覚
が
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
き
に
も
瞥
見
し
た
よ
う
に
、
臓
悔
と
念
佛
と
の
結
び
つ
き
の
最
も
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
は
、
唐
の
善
導
大
師
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
拠
り
所
は
、
主
と
し
て
『
観
無
量
寿
経
』
『
観
佛
三
味
海
経
』
等
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
；
偏
依
善
導
一
師
を
標
し
た
法
然
も
比

叡
山
に
お
け
る
修
学
の
間
に
お
い
て
、
天
台
教
学
の
思
想
的
影
響
を
か
な
り
多
分
に
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
臓
悔

思
想
に
お
い
て
も
、
法
然
は
必
ず
し
も
、
無
媒
介
な
形
で
善
導
を
継
承
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
に
お
い
て
、
『
往
生

要
集
』
を
通
じ
て
浄
土
門
に
入
っ
た
と
語
っ
て
い
る
法
然
の
前
に
は
、
源
信
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
と
思
わ
れ
る
。
何
と

な
れ
ば
、
源
信
に
お
い
て
は
「
助
念
の
方
法
」
の
一
つ
と
し
て
峨
悔
を
考
え
て
は
い
る
も
の
の
、
戯
悔
を
念
佛
と
不
離
の
も
の
と
見
倣
し

て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
況
ん
や
、
『
法
華
経
』
に
基
づ
く
天
台
教
学
を
真
受
け
に
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
法
然
ま

で
の
『
観
経
』
浄
土
教
を
新
た
に
『
大
無
量
寿
経
』
を
通
し
て
見
直
し
た
親
鶯
に
至
っ
て
は
尚
更
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
～
浄
土
教
の

流
れ
に
お
け
る
限
り
は
、
餓
悔
の
行
と
念
佛
と
の
結
び
つ
き
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
の
証
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の

際
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
臓
侮
と
の
結
び
つ
き
方
、
及
び
そ
の
場
合
の
念
佛
の
性
格
如
何
で
あ
る
。
も
し
念
佛
行
と
は
別
に
薦
め
ら
れ
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る
餓
悔
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
仮
定
せ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
両
者
の
間
に
は
直
接
的
な
結
び
つ
き
は
な
い
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
餓
悔
の
行
が
先
づ
設
定
せ
ら
れ
て
あ
り
、
念
佛
が
そ
の
際
の
補
助
的
役
割
を
果
す
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
の
隙
悔
と
念
佛
の
関
係
は
一
致
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
間
柄
と
見
ら
れ
る
が
、
未
だ
に
餓
悔
が

「
他
」
の
行
で
な
く
、
「
自
」
の
行
と
受
取
ら
れ
て
い
る
余
地
を
残
し
て
い
る
。
も
し
、
さ
き
の
場
合
の
ご
と
く
、
両
者
が
完
全
に
別
立

せ
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
念
佛
は
骸
悔
を
含
む
諸
行
並
み
の
念
佛
で
あ
る
し
、
そ
の
餓
悔
も
本
来
自
他
不
二
の
性
格
が
覆
わ
れ
て

「
自
」
の
行
と
見
倣
さ
れ
た
峨
悔
の
行
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
種
類
の
関
連
を
更
に
一
元
化
す
る
方
向
に
つ
き
つ
め
た
も

の
が
、
冒
頭
に
掲
げ
た
智
栄
の
念
佛
即
餓
悔
観
に
他
な
ら
ぬ
と
言
え
よ
う
。
さ
き
に
繊
悔
の
本
来
的
性
格
を
論
じ
た
箇
処
に
お
い
て
考
察

し
た
よ
う
に
、
峨
悔
が
真
に
餓
悔
と
し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
峨
悔
す
る
主
体
も
、
餓
悔
に
お
け
る
意
識
内
容
た
る
罪
福
等
の
対

象
も
、
共
に
超
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
境
地
こ
そ
、
そ
の
成
立
の
根
拠
は
兎
も
角
と
し
て
、
か
の
『
普
賢
観
経
』

に
お
い
て
「
大
繊
悔
」
「
大
荘
厳
峨
悔
」
「
無
罪
相
倣
悔
」
と
讃
え
ら
れ
た
心
的
状
況
に
他
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
般
若
・
中
観

の
思
想
の
流
れ
の
中
に
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
も
し
、
廻
心
を
伴
な
う
峨
悔
こ
そ
真
の
餓
悔
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
に

実
体
的
な
主
・
客
の
意
識
が
転
廻
さ
れ
て
、
偏
え
に
他
力
の
催
起
と
し
て
の
俄
悔
と
な
っ
た
念
佛
こ
そ
真
に
峨
悔
と
い
う
名
に
値
い
す
る

倣
悔
と
言
わ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
親
鷲
の
所
謂
「
三
願
転
入
」
は
、
念
佛
の
種
類
の
客
観
的
分
類
と
見
ら
る
べ
き
で
は
な
く
、
寧
ろ
念
佛

を
称
え
る
側
の
心
的
状
況
の
批
判
的
分
別
と
見
散
さ
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
餓
悔
と
念
佛
と
の
関
連

に
も
密
接
な
間
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

3②①註

「
真
宗
聖
教
全
書
』
二
巻
五
六
五
頁

一
・
安
楽
集
」
（
巻
上
）
、
「
真
宗
聖
教
全
書
」
一
巻
三
七
八
頁

「
依
観
経
等
明
般
舟
三
昧
行
道
往
生
讃
』
「
真
宗
聖
教
全
書
」
一
巻
六
八
五
頁

ワ
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ｏ
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百
脚
一
個

＝、田＝ロ同一ヨー，

往辺真右大金
生元宗般光
礼著聖四浬明
讃＝，教七桑経
=|鐵全七経文
へ悔書・上句
前道上b第一
序と一’十巻
､ - ／ し 巻 c 九 第

同
右
八
頁

同
右

田
辺
・
同
書
二
十
二
頁

『
高
僧
和
讃
」
（
天
親
讃
）
「
真
宗
聖
教
全
書
』
二
巻
五
○
三
ｂ

「
真
宗
聖
教
全
書
」
一
巻
六
八
○
頁

「
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
』
第
四
（
分
別
根
品
）
。
大
正
蔵
二
九
・
一
九
・
ａ

『
増
壱
阿
含
経
」
巻
第
九
、
大
正
蔵
二
・
五
八
七
・
ｂ

「
倶
舎
論
」
同
二
十
一
・
ａ

「
摩
訶
止
観
』
（
巻
第
二
上
）
。
大
正
蔵
四
六
・
十
三
・
ｃ

「
望
月
佛
教
大
辞
典
』
二
・
一
四
九
四
・
Ｃ

『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
」
大
正
蔵
九
・
三
九
二
・
Ｃ
ｌ
三
九
三
・
ａ

『
恵
心
僧
都
全
集
」
第
一
巻
一
五
四
頁

「
高
僧
和
讃
」
（
善
導
讃
）
「
真
宗
聖
教
全
書
』
二
巻
五
一
○
頁
ａ

『
伝
教
大
師
全
集
」
第
一
巻
九
頁

錘
全
書
」
一
巻
七
○
七
頁

「
隙
悔
道
と
し
て
の
哲
学
』
（
田
辺
元
全
集
・
９
）
昭
和
三
十
八
年

こ
（
前
序
）
『
真
宗
聖
教
全
書
」
一
巻
六
五
二
頁

巻
第
三
・
釈
餓
悔
品
、
大
正
蔵
三
九
・
五
九
・
ａ

十
九
・
梵
行
品
、
大
正
蔵
十
二
・
四
七
七
・
ｂ

筑
摩
書
房
。
十
八
・
十
九
・
二
十
一
頁
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