
原
始
佛
教
の
実
践
道
は
、
出
家
道
と
在
家
道
に
大
別
さ
れ
る
。
出
家
道
の
実
践
大
綱
は
、
戒
・
定
・
慧
の
三
学
で
あ
り
、
そ
の
徳
目

は
、
信
・
勤
・
念
。
定
・
慧
の
五
法
を
以
て
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
在
家
道
で
は
、
施
・
戒
・
生
天
の
三
論
が
実
践
大
綱
で
あ

①

り
、
そ
の
徳
目
は
、
信
。
戒
・
川
・
施
・
慧
の
五
法
で
あ
る
。
こ
の
出
家
道
と
在
家
道
の
『
五
法
』
は
、
と
も
に
『
信
』
に
始
ま
っ
て

『
慧
』
に
終
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
佛
教
の
実
践
道
は
、
在
家
・
出
家
を
問
わ
ず
、
信
を
入
門
と
し
て
、
慧
を
最
終
目
的
と
す
べ

き
こ
と
を
教
え
る
も
の
で
あ
る
。

勿
論
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、
そ
の
信
者
達
の
信
ず
べ
き
信
条
と
い
う
も
の
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
の
宗
教
性
を
呼
び
覚
し
、

更
に
そ
の
宗
教
生
活
に
導
い
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
信
条
と
は
、
宗
教
に
具
体
的
形
状
を
与
え
、
い
わ
ば
、
そ
こ
に
信
者
達

が
集
ま
る
た
め
の
教
理
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
信
条
は
宗
教
の
制
度
上
の
形
態
の
も
と
に
な
る
も
の
で
あ
る

と
言
い
え
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
信
条
が
な
け
れ
ば
、
宗
教
の
組
識
的
形
態
も
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
制
度
上
の
形

態
と
し
て
組
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
宗
教
活
動
も
効
果
な
く
、
成
功
も
し
な
い
。
佛
教
も
こ
の
例
外
で
は
な
く
、
佛
教
へ

原
始
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②

の
入
門
と
し
て
、
更
に
そ
の
全
構
成
員
の
共
通
の
信
条
と
し
て
、
佛
・
法
・
僧
の
三
宝
に
対
す
る
帰
依
を
掲
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
佛
教
に
お
け
る
信
の
第
一
歩
は
こ
の
三
宝
帰
依
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
三
宝
に
対
す
る
帰
依
の
表
白
と
し
て
、

経
典
に
は
次
の
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

切
目
。
ｐ
餌
日
⑩
胃
眉
ｐ
日
溜
Ｏ
呂
倒
目
〕
》
ロ
旨
聖
旨
目
沙
昌
の
胃
眉
騨
昌
鴨
ｇ
冒
目
芦
肋
営
客
騨
日
切
胃
四
目
昌
盟
ｏ
８
回
目
』
》
（
厨
ｇ
・
ｚ
ｏ
、
こ

こ
の
佛
・
法
・
僧
の
三
宝
に
対
す
る
帰
依
の
表
白
は
、
出
家
・
在
家
を
問
わ
ず
、
佛
教
徒
の
共
通
の
信
条
で
あ
る
。
こ
の
三
帰
依
を

徹
底
し
た
も
の
と
し
て
、
在
家
道
に
あ
っ
て
は
、
佛
・
法
。
僧
の
三
宝
に
聖
戒
成
就
を
加
え
た
四
つ
の
徳
目
に
対
す
る
浄
信
、
即
ち
四

不
壊
浄
が
説
か
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
帰
依
や
不
壊
浄
は
、
信
の
秋
極
的
な
面
で
あ
る
と
こ
ろ
の
憶
い
起
し
て
忘
れ
ま
い
と
す
る
『
念
」

な
る
概
念
と
結
び
つ
き
、
佛
・
法
・
僧
．
戒
と
い
う
四
つ
の
徳
目
に
施
と
そ
の
結
果
で
あ
る
生
天
を
加
え
た
六
随
念
と
い
う
き
わ
め
て

③

在
家
的
な
実
践
道
へ
と
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

佛
・
法
・
僧
・
戒
・
施
・
天
と
い
う
徳
目
の
上
に
六
随
念
の
成
立
過
程
を
考
察
し
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
、
帰
依
↓
不
壊
浄
↓
随
念

と
い
う
展
開
の
必
然
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
六
随
念
は
、
出
家
道
に
あ
っ
て
は
、
信
・
勤
・
念
・
定
・
慧
の
五
法
に
よ

④

っ
て
十
随
念
へ
と
展
開
し
、
更
に
四
十
業
処
の
中
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
述
。
へ
た
様
に
；
三
帰
依
は
、
佛
教
に
お
い
て
第
一
に
掲
げ
う
る
べ
き
実
践
徳
目
と
し
て
の
信
の
第
一
歩
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

即
ち
、
帰
依
は
信
の
具
体
的
表
白
で
あ
る
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
実
践
道
の
基
本
と
も
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
信
に
つ
い
て
倶
舎
論
で
は
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。

「
信
（
降
騨
且
圃
）
と
は
心
の
清
浄
で
あ
る
。
〔
四
〕
諦
と
〔
三
〕
宝
と
業
果
（
冨
儲
目
い
も
冒
旨
）
に
対
す
る
確
信
で
あ
る
と
他
の
人
為

は
〔
い
澪
（
ノ
〕
。
」
（
陽
屏
や
切
巴

○
二



信
と
は
先
ず
心
を
清
浄
に
し
て
、
佛
教
の
真
理
で
あ
る
四
諦
を
信
じ
、
三
宝
に
帰
依
し
、
人
生
の
道
理
で
あ
る
業
果
を
信
ず
る
こ
と

で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
中
の
業
果
に
つ
い
て
、
称
友
が
「
善
・
不
善
な
る
業
と
愛
・
非
愛
な
る
そ
の
果
」
（
偉
く
も
』
路
）
と
註
釈
し
て

い
る
よ
う
に
、
業
果
を
信
ず
る
と
は
、
業
報
輪
廻
の
思
想
を
信
ず
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

業
報
輪
廻
の
思
想
は
、
印
度
で
は
佛
教
以
前
既
に
ヴ
ェ
ー
ダ
に
そ
の
先
駆
を
見
＄
初
期
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
時
代
に
は
成
立
し
て
い
た

⑤

と
さ
れ
て
い
る
。
善
を
な
せ
ば
幸
桶
な
る
果
報
が
あ
り
、
不
善
を
な
せ
ば
不
幸
な
る
果
報
あ
り
と
す
る
こ
の
業
報
思
想
は
、
ウ
パ
ニ
シ

ャ
ッ
ド
以
後
の
印
度
に
お
い
て
も
主
流
を
し
め
、
そ
れ
が
佛
教
に
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
佛
教
で
は
、
他
の
学
派
の
様
な
輪
廻
の
主
体
を
認
め
ず
、
業
自
体
が
輪
廻
す
る
と
の
立
場
を
と
っ
た
。
こ
こ
に
佛
教
は

当
岬
の
印
度
一
般
の
思
想
で
あ
っ
た
業
報
説
を
更
に
高
め
て
、
佛
教
独
自
の
業
思
想
を
打
ち
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
佛
教
の
業
思
想

は
、
北
伝
阿
毘
達
磨
に
至
っ
て
更
に
詳
し
く
分
析
論
議
さ
れ
、
佛
教
の
業
思
想
と
し
て
の
哲
学
的
地
位
を
確
立
す
る
に
至
る
。

こ
の
様
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
佛
教
が
佛
陀
当
時
に
採
用
し
た
業
報
説
と
い
う
も
の
は
、
ご
く
低
い
立
場
の
通
俗
説
で
、
当
時
の
民

衆
の
一
般
常
識
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
佛
教
本
来
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
根
本
教
義
で
あ
る
四
諦
や
十
二

縁
起
の
教
え
も
業
報
説
の
基
礎
の
上
に
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
在
家
道
の
実
践
大
綱
た
る
施
・
戒
・
生
天
の
三
論
も
正
し

く
業
報
説
を
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
佛
教
の
初
歩
的
段
階
で
あ
る
在
家
佛
教
に
あ
っ
て
は
、
信
を
説

く
と
同
時
に
、
こ
の
業
思
想
の
正
し
い
理
解
に
先
ず
主
眼
が
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
在
家
佛
教
に
お
け
る
業
思
想
を
、
在
家
者
の
た
め
に
わ
か
り
や
す
く
説
い
た
諭
書
と
し
て
、
在
家
道
の
代
表
的
綱
要
害
と
し
て

知
ら
れ
る
ご
目
困
冨
言
鼠
冒
己
３
国
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
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ご
園
の
畠
且
沙
目
巴
：
圃
国
（
以
下
Ｕ
と
略
す
）
は
、
十
二
世
紀
頃
、
セ
イ
ロ
ン
で
シ
ロ
寧
目
四
と
い
う
論
師
が
著
わ
し
た
も
の
で
、
当

時
の
セ
イ
ロ
ン
上
座
部
の
中
心
学
派
で
あ
っ
た
大
寺
派
に
お
け
る
在
家
佛
教
の
綱
要
害
で
あ
る
。
本
書
の
主
要
な
特
色
は
、
第
一
に
、

一
般
に
出
家
中
心
の
南
伝
佛
教
の
中
で
、
特
に
在
家
道
の
意
義
を
高
揚
し
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
は
、
十
二
世
紀
述
作
と
い
う
比
較

的
新
ら
し
い
諭
吉
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
内
容
は
殆
ん
ど
・
〈
－
リ
聖
典
か
ら
の
引
用
や
取
意
で
あ
り
、
パ
ー
リ
の
彪
大
な
聖

典
の
中
か
ら
在
家
者
の
た
め
の
教
説
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
集
大
成
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
書
は
十
二
世
紀
の

⑥

も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
は
正
し
く
原
始
佛
教
の
在
家
道
の
意
義
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ｕ
で
は
全
体
が
次
の
様
な
九
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

⑩
帰
依
戒
の
解
説

⑨
戒
の
解
説

⑥
頭
陀
支
の
解
説

④
命
（
響
く
Ｐ
）
の
解
説

⑤
十
福
業
事
の
解
説

⑥
障
法
の
解
説

例
世
間
相
応
の
解
説

⑧
出
世
間
相
応
の
解
説

二
口
目
閻
冨
百
画
ｇ
圃
国
に
お
け
る
業

○
四



⑨
福
徳
果
成
就
の
解
説

こ
の
中
で
、
第
一
章
帰
依
戒
の
解
説
が
終
っ
て
第
二
章
戒
の
解
説
の
壁
頭
に
次
の
様
な
一
短
文
が
置
か
れ
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
で
、
①
こ
の
よ
う
に
し
て
帰
依
を
な
し
た
優
婆
塞
・
優
婆
夷
は
、
②
戒
に
住
し
、
③
ふ
さ
わ
し
い
頭
陀
支
を
行
ず
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ
れ
を
浄
化
し
て
、
④
五
種
の
〔
悪
じ
商
売
を
止
め
、
正
し
い
法
に
従
っ
て
命
（
生
活
）
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
『
優
婆
塞
蓮

華
』
な
ど
の
状
態
に
達
し
、
⑤
日
食
、
十
福
業
事
を
満
し
て
、
⑥
障
法
を
断
じ
、
⑦
世
間
．
⑧
出
世
間
相
応
を
成
就
す
、
へ
き
で
あ
る
。
」

（
星
も
．
］
き
（
Ｏ
の
数
字
及
び
Ｉ
は
筆
者
の
っ
け
た
も
の
）

こ
こ
に
、
結
論
と
見
ら
れ
る
第
九
章
を
除
い
た
前
八
章
の
す
、
へ
て
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
の
よ

う
に
帰
依
を
な
し
た
」
云
々
と
言
っ
て
、
第
一
章
を
ま
と
め
、
そ
の
上
で
第
二
章
以
下
の
各
論
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
第
一
章
は
序⑦

論
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
各
章
の
関
係
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
全
体
の
椛
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
を
図
示
す
れ
ば
吹
の
様
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

Ⅷ
…
‐
｜
撫
随
利
一
曲
↑
糾
繍
禽
一
帥
紳
叫
一
‐
似
需
繍
染
職
Ⅸ⑧

こ
こ
に
仙
帰
依
戒
ｌ
↓
⑨
福
徳
果
成
就
の
関
係
は
明
か
に
業
思
想
の
上
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

佛
教
へ
の
入
門
で
あ
る
帰
依
に
よ
っ
て
信
を
得
、
戒
を
持
し
、
頭
陀
支
を
修
す
る
と
い
う
宗
教
生
活
は
、
具
体
的
に
は
十
福
業
を
な
し

潭
法
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
う
い
う
正
し
い
宗
教
生
活
を
す
る
者
は
、
世
間
と
出
世
間
の
幸
福
を
得
、
更
に
福
徳
の

障
法
を
捨
て
る
こ
と
に
ょ

果
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
説
か
れ
た
業
は
、
後
の
佛
教
内
部
で
発
達
し
た
阿
毘
達
磨
的
業
思
想
で
は
な
く
、
在
家
者
の
た
め
の
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
一
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次
に
、
「
そ
こ
で
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
ょ
、
優
婆
塞
は
佛
に
帰
依
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
に
帰
依
す
る
も
の
で
あ
り
、
僧
に
帰
依
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
の
こ
と
だ
け
で
マ
ハ
ー
ナ
ー
マ
よ
優
婆
塞
が
あ
る
」
（
陽
．
弓
も
、
闇
ｅ
と
い
う
経
典
を
引
用
し
、
在
家
信
者
は
三

帰
依
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
更
に
次
の
様
に
説
く
。

「
そ
れ
故
に
、
ま
っ
た
く
真
実
な
る
も
の
を
保
持
す
る
如
く
、
す
べ
て
の
優
婆
塞
達
の
徳
で
あ
る
三
宝
の
み
が
依
所
令
鼻
昼
目
）
で

「
そ
れ
故
に
、
ま

お
〉
る
一
（
ロ
］
．
や
忌
む

三
帰
依
と
業
の
関
係

⑨

Ｕ
で
は
、
そ
の
跨
頭
に
、
本
論
述
作
の
意
趣
を
偶
で
説
い
て
、
そ
の
直
後
に
、
本
論
が
ま
さ
し
く
佛
説
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
こ
こ
に
帰
依
等
の
徳
と
完
全
な
る
増
上
戒
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
論
が
十
二
世
紀
述

作
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
佛
説
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
パ
ー
リ
聖
典
か
ら
の
在
家
道
の
集
大
成
と
佛
陀
当
時
に
か
え
ら
ん
と
す
る
著
者

と
い
う
本
来
の
業
報
思
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
業
報
思
想
の
上
に
帰
依
と
業
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

け
る
帰
依
と
業
の
関
係
に
つ
い
て
、
Ｕ
の
所
論
に
従
っ
て
論
究
し
よ
う
。

奔
叱
ヴ
○
」
（
Ｃ
］
．
弓
・
ト
恥
牟
」

⑩

こ
の
様
な
三
宝
帰
依
は
、
正
し
く
帰
依
経
（
留
日
目
盟
日
四
国
閉
口
洋
四
）
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
Ｕ
で
は
そ
の
経

の
利
益
を
種
々
の
観
点
か
ら
詳
し
く
説
明
し
、
そ
れ
を
次
の
様
な
偶
に
ま
と
め
て
い
る
。

利
益
を
示
し
よ
く
説
き
〔
産
み
出
し
〕

或
は
流
し
出
す
か
ら
で
あ
る

の
自
負
が
伺
わ
れ
る
。

一
○
六

こ
の
様
な
原
始
佛
教
に
お



「
そ
こ
で
ま
た
、
こ
の
経
は
、
①
誰
に
よ
っ
て
（
胃
ロ
四
）
説
か
れ
た
の
か
、
②
ど
こ
で
（
冨
詐
四
）
説
か
れ
た
の
か
、
③
い
つ
（
冨
尉
）

説
か
れ
た
の
か
、
③
何
故
に
（
富
の
目
ｇ
説
か
れ
た
の
か
。
」
（
星
も
．
息
ｇ

本
論
で
は
、
ど
の
四
つ
の
質
問
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
因
縁
物
語
を
加
え
な
が
ら
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で

い
、
③
、
⑧
に
つ
い
て
は
佛
伝
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
回
答
が
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
佛
伝
は
パ
ー
リ
諸
聖
典
か
ら
随
意
に

⑫

引
用
・
取
意
さ
れ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
四
の
質
問
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
回
答
さ
れ
る
。

「
何
故
に
説
か
れ
た
か
と
は
、
出
家
の
た
め
、
そ
し
て
具
足
戒
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
、
何
故
に
説
か
れ
た
か
と
い
う
こ
の

間
が
回
答
さ
れ
た
。
」
（
星
も
．
畠
ｅ

こ
こ
に
、
在
家
道
の
究
極
は
出
家
道
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
三
帰
依
の
詳
し
い
解
釈
や
分
析
が
為
さ
れ

そ
れ
が
本
論
第
一
章
の
主
題
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
四
つ
の
問
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
疑
問
が
晴
れ
る
で

あ
ろ
う
と
し
て
、
教
説
入
門
を
め
ざ
す
者
の
た
め
に
次
の
帰
依
経
の
偶
を
引
用
す
る
。

文
字
（
く
冨
竺
騨
口
四
）
の
意
味
に
無
知
な
る
も
の
は

本
性
寺
目
ぐ
四
）
の
意
味
を
悟
ら
な
い

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
一
○
七

描
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
庇
護
に
よ
り
経
と
同
じ
で
あ
る
か
ら

⑪

経
を
ス
ヅ
タ
と
言
う
（
星
．
勺
届
ｇ

更
に
帰
依
経
の
説
示
に
つ
い
て
、
次
の
様
な
四
つ
の
質
問
が
提
出
さ
れ
、
こ
の
質
問
に
対
す
る
回
答
が
本
論
第
一
章
の
内
容
と
し
て



そ
れ
を
正
し
く
悟
ら
な
い
も
の
は

実
践
（
冒
宮
圃
昏
）
に
つ
い
て
疎
く
な
る

そ
れ
故
に
佛
と
法
と
僧
は
帰
依
処
に
し
て

更
に
〔
そ
こ
に
〕
私
は
行
き
ま
す
と
い
う

こ
れ
ら
の
意
味
を
と
っ
て
詳
述
し
宙
急
冨
ぐ
目
日
置
）

，
更
に
ま
た
、
業
の
目
的
（
冒
言
茜
口
騨
）
と
区
別
等
と

果
と
を
、
信
（
冨
閏
§
）
を
生
ぜ
ん
た
め
に

‐
恭
敬
し
て
我
々
は
説
き
ま
し
ょ
う
（
星
．
弓
］
篭
ｌ
扇
ｇ

こ
の
偶
の
中
に
在
家
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
の
関
係
が
説
き
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
佛
教
の
信
と
い
う
も
の
は
＄
帰
依
の

意
味
を
よ
く
知
る
こ
と
で
あ
り
、
更
に
業
の
目
的
・
区
別
・
果
等
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
信
を
凹
諦
と
三
宝
と
業
果
に
対
す
る
確
信
で
あ
る
と
す
る
倶
舎
論
の
説
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
帰
依
経
の
偶
に
従
っ
て

Ｕ
で
は
詳
し
い
三
帰
依
に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
の
帰
依
経
の
偶
に
「
文
字
の
意
味
に
無
知
な
る
も
の
は
本
性
の
意
味
を
悟
ら
な
い
」
と
説
か
れ
た
が
、
本
論
で
は
、
佛
・
法

の
三
宝
に
つ
い
て
、
文
字
と
本
性
の
両
面
か
ら
そ
の
意
味
の
考
察
が
な
さ
れ
る
。
以
下
、
そ
の
所
論
に
従
っ
て
解
説
し
よ
う
。

四
佛
・
法
・
僧
に
つ
い
て

一
○
八

僻
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〈
佛
〉

先
ず
、
佛
（
国
ロ
目
冒
）
に
つ
い
て
の
文
字
の
上
か
ら
の
説
肌
は
、
言
葉
（
＄
目
四
）
と
極
性
ａ
目
言
）
の
二
点
か
ら
為
さ
れ
る
。

言
葉
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
佛
と
は
「
諸
々
の
真
理
の
成
覚
者
（
ｇ
言
洋
胃
）
」
、
或
は
「
人
々
に
覚
ら
し
め
る
者
（
ｇ
目
の
冨
暁
）
」

（
星
も
自
窃
）
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
“
こ
れ
は
国
口
目
冨
を
ご
且
旨
を
語
根
と
す
る
過
去
分
詞
ご
昌
冒
冨
十
閏
と
使
役
分
詞
ｇ
合
①
冨

十
目
の
両
面
か
ら
分
析
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ご
と
は
へ
‐
佛
教
一
般
に
お
い
て
、
佛
を
「
自
覚
覚
他
」
と
解
釈
す
る
の
に
会

通
す
る
。
例
え
ば
、
浬
藥
経
第
十
八
に
次
の
様
に
説
い
て
い
る
。
‐

「
佛
と
は
覚
に
名
づ
く
。
既
に
自
か
ら
覚
悟
し
、
復
た
能
く
他
を
覚
せ
し
む
・
」
（
大
正
・
哩
・
四
六
九
ｃ
）

ま
た
、
佛
を
種
性
と
い
う
点
か
ら
説
明
す
れ
ば
、
「
警
蛎
（
載
鴨
Ｈ
§
煙
ご
と
「
Ⅲ
花
（
ぐ
時
胃
四
濁
四
）
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
警
蛎
」

と
は
「
も
の
ご
と
の
自
性
を
見
る
の
を
遮
ぎ
る
無
明
と
称
さ
れ
た
睡
眠
を
、
聖
道
と
と
も
な
る
璽
習
（
く
閑
僻
目
）
が
断
じ
た
も
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
（
睡
眠
）
を
究
極
的
に
離
脱
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
ｇ
・
や
畠
ｅ
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
菩
提
資
糧
論
第
一

に
「
覚
と
は
覚
癌
を
義
と
為
す
、
Ｆ
‐
無
智
の
睡
を
離
る
る
を
以
て
の
故
に
」
（
大
正
・
詑
・
五
一
七
ｂ
）
と
説
か
れ
る
に
会
通
す
る
。

「
開
花
」
に
つ
い
て
は
他
の
経
論
に
同
様
の
説
明
は
な
く
‐
次
の
様
な
Ｕ
独
特
の
解
釈
が
為
さ
れ
る
。

「
最
高
の
す
ば
ら
し
い
吉
祥
な
る
光
輝
に
会
っ
て
蓮
華
が
開
く
如
く
、
限
り
な
き
徳
の
聚
に
荘
厳
さ
れ
た
一
切
知
性
智
に
会
う
こ
と

に
ょ
っ
て
〔
覚
り
の
花
が
〕
開
花
さ
れ
る
」
（
星
も
．
属
９

次
に
、
佛
の
本
性
の
意
味
の
説
明
は
次
の
如
き
で
あ
る
。

。
「
波
羅
蜜
を
遍
修
せ
る
も
の
は
、
独
存
者
（
佛
）
の
智
と
と
も
な
る
雲
習
に
よ
っ
て
、
煩
悩
を
残
り
な
く
離
れ
破
壊
す
る
も
の
で
あ

り
、
大
悲
と
一
切
知
性
智
等
の
は
か
り
知
れ
な
い
徳
の
聚
を
保
持
す
る
と
い
う
穂
相
続
が
佛
で
あ
る
」
（
ｇ
も
虐
誤
）

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
一
○
九



こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
↑
Ｕ
で
は
、
佛
の
本
性
の
意
味
を
；
第
一
に
煩
悩
か
ら
の
離
去
と
破
壊
と
、
第
二
に
徳
の
聚
の
保
持
と
い

う
二
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
佛
の
本
性
の
意
味
を
更
に
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
、
Ｕ
で
は
次
の
様
な
『
天
宮
事

（
ぐ
目
習
四
ぐ
ゆ
茸
冒
）
』
の
偶
を
引
用
し
、
佛
の
徳
を
讃
嘆
し
て
佛
に
つ
い
て
の
説
明
を
終
っ
て
い
る
。

人
中
の
最
勝
者
釈
迦
牟
尼
世
尊
は

作
す
ぺ
き
こ
と
は
已
に
作
し

彼
岸
に
到
り
力
と
精
進
具
せ
る
も
の

か
の
善
逝
に
帰
命
せ
よ
（
ｇ
も
．
畠
画
く
鐸
巍
も
、
臼
）

「
法
と
は
、
‐
こ
こ
で
、
証
得
道
と
作
証
滅
が
、
教
示
さ
れ
た
と
お
り
に
実
践
さ
れ
て
い
る
と
き
、
悪
処
の
苦
と
輪
廻
の
苦
に
堕
ち
い

ら
な
い
で
、
〔
道
と
減
を
〕
保
持
す
る
ａ
ｇ
Ｈ
の
ｇ
か
ら
法
ａ
丘
四
日
目
四
）
で
あ
る
。
」
（
星
・
喝
．
］
閉
ｌ
届
ｅ

倶
舎
論
で
も
、
「
自
相
の
保
持
食
鼠
国
箇
）
か
ら
し
て
法
（
（
昏
胃
目
凹
）
で
あ
る
」
参
〆
つ
じ
と
や
は
り
Ｑ
耳
を
語
根
と
す
る

。
ｐ
副
色
圖
な
る
語
で
説
明
し
て
い
る
。

ま
た
、
法
の
本
性
の
意
味
は
、

「
四
聖
道
と
四
沙
門
果
と
浬
藥
と
教
法
と
い
う
点
で
十
種
で
あ
り
↑
そ
れ
が
法
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
」
（
巳
も
．
岳
ｅ

つ．

o
f

〈
法
〉

法
（
己
冒
日
日
秒
）
に
つ
い
て
文
字
の
説
明
は
、
次
の
様
に
（
〕
耳
（
保
持
す
る
）
を
語
根
と
す
る
Ｑ
ｇ
Ｈ
①
陣
と
い
う
言
葉
で
説
明
さ
れ

○



と
説
明
さ
れ
、
更
に
次
の
様
な
天
宮
事
の
偶
を
引
用
し
て
法
の
徳
を
称
賛
す
る
。

欲
を
離
れ
貧
愛
な
き
憂
い
な
き

無
為
な
る
無
厭
な
る
法
に
し
て

美
味
な
る
こ
の
熟
達
せ
る

よ
く
整
理
さ
れ
た
こ
の
法
に
帰
命
せ
よ
（
目
も
虐
獣
シ
対
冤
も
臼
）

Ｕ
で
は
、
先
の
十
種
の
法
を
不
異
門
（
昌
弓
四
身
動
冒
）
異
門
（
團
易
凸
菌
）
の
立
場
か
ら
、
次
の
様
に
こ
の
天
宮
事
の
偶
に
対
応
せ

し
め
て
い
る
。門

四
聖
道
ｌ
欲
を
離
れ

副
沙
門
坪
川
鯛
潔
需
な
ゞ

異不門異
教
法
Ｉ
無
厭
な
る

す
な
わ
ち
、
欲
を
離
れ
る
た
め
の
四
聖
道
と
無
為
な
る
浬
樂
は
絶
対
的
事
実
で
あ
る
不
異
門
と
し
て
、
ま
た
、
負
愛
な
き
憂
い
な
き

四
沙
門
果
と
無
厭
な
る
教
法
は
相
対
的
根
拠
で
あ
る
異
門
と
し
て
、
悪
趣
等
よ
り
道
と
減
を
保
持
す
る
か
ら
法
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
保
持
（
§
弾
自
沙
）
」
と
い
う
語
を
「
悪
趣
等
に
よ
っ
て
発
生
し
た
煩
悩
を
破
壊
す
る
こ
と
（
乱
＆
冨
冒
笛
ご
沙
）
で
あ

る
」
（
星
・
や
届
巴
と
積
極
的
に
言
い
な
お
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
↑
こ
こ
で
説
か
れ
る
不
異
門
と
異
門
に
つ
い
て
、
Ｕ
で
は
更
に
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
る
。
不
異
門
に
つ
い
て
は
、
「
聖

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
二
一



を
称
賛
す
る
。

〈
僧
〉

僧
に
つ
い
て
Ｕ
で
は
次
の
様
に
解
説
さ
れ
る
。

「
僧
（
殴
侭
園
）
と
は
、
こ
こ
で
は
、
聖
な
る
見
・
戒
一
致
し
て
と
も
に
聚
っ
た
（
切
煙
昌
冨
苗
）
、
述
結
し
た
（
唱
農
冒
）
と
い
う

こ
と
で
僧
で
あ
る
。
か
の
道
果
（
目
色
脇
息
冨
旨
）
に
お
い
て
、
煩
悩
と
苦
患
が
、
断
と
止
滅
と
い
う
点
で
、
完
全
に
打
倒
せ
ら
れ
た

（
瞥
削
詳
幽
）
も
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
と
は
八
聖
人
衆
（
鼻
吾
四
‐
豊
々
四
も
屋
開
煙
匿
‐
、
”
目
目
騨
）
で
あ
る
と
説
か
れ
た
。
」
（
星
も
．
畠
ご

こ
の
中
で
、
Ｕ
で
は
、
僧
に
つ
い
て
の
文
字
の
説
明
は
、
第
一
に
耳
（
甘
菌
、
雨
）
を
語
根
と
す
る
＄
白
目
菌
（
集
め
ら
れ
た
）
、

第
二
に
瞥
農
（
８
自
唇
芹
①
）
を
語
根
と
す
る
答
農
園
（
連
結
せ
ら
れ
た
）
、
鋪
三
に
ｇ
』
〕
（
８
“
己
昇
①
）
を
語
根
と
す
る
警
弾
岸
騨
（
打

倒
さ
れ
た
）
と
い
う
三
点
か
ら
な
さ
れ
る
。

ま
た
、
本
性
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
道
果
と
は
四
向
四
果
の
こ
と
で
あ
り
、
八
聖
人
衆
と
は
八
輩
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
僧
の
本
性

の
意
味
は
四
隻
八
輩
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
更
に
次
の
様
な
天
宮
事
の
偶
を
引
用
し
て
僧
の
徳

道
は
煩
悩
を
断
つ
も
の
と
し
て
、
、
浬
梁
は
所
縁
の
状
態
と
し
て
、
そ
れ
が
か
の
利
益
成
就
の
因
を
有
す
る
こ
と
（
胃
菖
冨
）
」
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
異
門
に
つ
い
て
は
、
「
聖
果
は
道
に
よ
っ
て
断
じ
た
煩
悩
の
止
滅
作
用
の
た
め
に
、
道
に
相
対
し
て
起
っ
た
も
の
で
、
教
法
は

そ
の
証
得
の
因
舎
の
言
）
で
あ
る
」
（
星
も
．
届
ｅ
と
説
明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
《
不
異
門
が
利
益
成
就
の
因
（
根
拠
）
を
有
す
る
と
い

う
絶
対
的
事
実
の
立
場
で
あ
り
、
異
門
が
相
対
的
因
（
根
拠
）
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
尚
、
異
門
と
不
異
門
に
つ
い
て
は

⑬

そ
れ
を
根
拠
と
事
実
に
対
応
せ
し
め
た
佐
々
木
現
順
博
士
の
論
稿
が
あ
る
。

二



そ
こ
で
彼
ら
は
大
果
あ
る
所
施
を
説
き

四
隻
に
お
い
て
八
輩
と
十
法
を
も
て
る
も
の
§
↑

こ
の
僧
に
帰
命
せ
よ
（
目
も
虐
雪
』
ぐ
ぐ
も
．
臼
）

と
こ
ろ
で
、
Ｕ
で
は
こ
の
あ
と
、
特
に
凡
夫
僧
念
○
昏
昌
四
昌
冨
‐
＄
侭
冒
）
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
論
が
在
家
佛
教

の
害
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

「
凡
夫
僧
も
、
以
前
に
は
行
道
に
住
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
前
の
思
い
の
と
お
り
に
施
を
な
せ
ば
、
こ
こ
で
は
僧
で
あ
る
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
た
と
え
彼
が
聖
な
る
見
と
戒
を
持
っ
た
沙
門
と
し
て
聚
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
出
離
を
欲
す
る
部
類
に

属
す
る
凡
夫
と
し
て
聚
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
供
養
さ
る
今
へ
き
、
崇
拝
の
価
値
あ
る
僧
で
あ
る
と
知
る
や
へ
き
で
あ
る
」
（
９
．
℃
．
］
召
）

こ
こ
で
Ｕ
で
は
、
出
離
を
欲
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
凡
夫
で
も
僧
と
呼
ば
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
乗
本
生
心
地

観
経
第
二
に
「
世
・
出
世
間
に
三
種
の
僧
あ
り
、
一
に
菩
薩
僧
、
二
に
声
聞
僧
、
三
に
凡
夫
僧
な
り
」
（
大
正
・
３
．
二
九
九
ｃ
）
と
し
、

更
に
次
の
様
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
会
通
す
る
。

「
若
し
別
解
脱
戒
を
成
就
せ
る
真
善
の
凡
夫
、
乃
至
一
切
の
正
見
を
具
足
し
、
能
く
広
く
他
の
為
に
衆
の
聖
道
の
法
を
演
説
開
示
し

て
、
衆
生
を
利
益
す
る
こ
と
あ
る
も
の
を
凡
夫
僧
と
名
づ
く
。
未
だ
無
漏
の
戒
定
及
び
誉
解
脱
を
得
る
こ
と
能
わ
ず
と
誰
も
、
而
も
供

養
す
る
者
は
無
量
の
福
を
護
ん
・
」
（
大
正
・
３
．
二
九
九
Ｃ
ｌ
三
○
○
ａ
）
‐

以
上
の
様
に
、
Ｕ
に
お
け
る
佛
・
法
・
僧
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
文
字
の
上
か
ら
と
本
性
の
意
味
か
ら
の
二
面
に
よ
っ
て
詳
し
く
な

さ
れ
た
。
次
に
『
帰
依
』
に
つ
い
て
の
解
釈
を
見
よ
う
。

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業

二
二二



『
帰
依
（
の
胃
目
四
）
」
は
目
（
８
Ｈ
①
の
○
牌
）
を
語
根
と
す
る
名
詞
形
で
『
避
難
処
』
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
大

毘
婆
沙
論
第
三
十
四
で
は
「
救
護
の
義
は
是
れ
帰
依
の
義
な
り
」
（
大
正
・
”
・
一
七
七
ｃ
）
と
し
、
ま
た
、
倶
舎
論
で
は
次
の
様
に
有
余

師
の
説
と
し
て
語
義
解
釈
を
与
え
て
い
る
。

「
そ
れ
で
は
帰
依
の
義
は
何
で
あ
る
か
。
救
護
（
可
倒
ｇ
）
の
義
が
帰
依
の
義
で
あ
る
。
そ
れ
を
所
依
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ

て
の
苦
を
無
限
に
脱
す
る
か
ら
で
あ
る
。
」
（
シ
戸
や
閏
ご

と
こ
ろ
で
、
こ
の
様
な
一
般
の
「
救
護
」
と
い
う
帰
依
の
受
動
的
意
味
に
対
し
て
、
Ｕ
で
は
次
の
様
な
能
動
的
意
味
を
与
え
て
い
る
〔

「
帰
依
と
は
、
こ
こ
で
は
、
駆
逐
す
る
（
巨
日
の
四
ｓ
と
い
う
こ
と
で
帰
依
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
帰
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帰

依
す
る
も
の
（
め
日
蝕
目
盟
日
目
色
）
た
ち
の
恐
怖
・
戦
傑
・
苦
・
悪
趣
の
苦
痛
を
駆
逐
す
る
、
〔
す
な
わ
ち
〕
追
放
す
る
（
ぐ
旨
倒
の
①
ｇ
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
」
（
ｇ
も
．
畠
己

⑭

こ
の
中
で
、
Ｕ
で
は
＄
国
箇
を
巨
骨
の
呉
兵
駆
逐
す
る
）
と
い
う
言
葉
で
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
切
目
四
目
の
語
根
を
目

⑮

（
８
月
肩
口
。
○
ロ
）
で
な
く
昔
（
８
０
昌
呂
）
と
見
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
、
Ｕ
で
は
印
画
国
目
に
悪
を
駆
逐
す
る

と
い
う
意
味
を
そ
の
語
源
か
ら
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
帰
依
は
避
難
処
で
あ
る
と
い
う
第
一
義
を
こ
こ
に
示
さ
ず
、
駆

逐
す
る
と
い
う
能
動
的
意
味
を
第
一
に
あ
げ
た
の
は
、
こ
の
帰
依
に
何
ら
か
の
実
践
的
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

次
に
Ｕ
で
は
、
佛
・
法
・
僧
の
三
つ
の
差
別
と
い
う
点
か
ら
帰
依
を
解
釈
す
る
。
先
ず
佛
に
つ
い
て
次
の
様
に
説
明
す
る
。

「
比
丘
ら
ょ
、
ゞ
具
足
戒
に
し
て
住
せ
よ
』
（
睦
．
目
》
も
．
Ｅ
）
云
々
と
利
益
を
〔
説
い
て
〕
激
励
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
『
実
に
殺

五
帰
依
と
業

四



「
若
者
よ
、
有
情
は
自
ら
業
を
も
て
る
も
の
、
業
の
相
続
者
、
業
を
胎
蔵
す
る
も
の
、
業
に
縛
せ
ら
れ
、
業
を
帰
依
所
（
冒
爵
目
自
創
）

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
ｇ
も
．
］
鵠
》
旨
．
日
も
．
ｇ
巴

こ
の
経
典
の
句
は
、
阿
含
の
業
思
想
を
問
題
に
す
る
と
き
好
ん
で
引
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
実
は
次
の
様
な
在
家
者

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
二
五

述
、
へ
て
い
る
。

法
帰
依
に
つ
い
て
は
、
「
存
在
守
冒
く
四
）
を
難
路
（
冨
口
薗
国
）
と
い
う
点
か
ら
〔
見
る
と
〕
、
救
済
（
耳
薗
国
）
と
安
息
を
与
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
法
も
有
情
の
恐
怖
を
駆
逐
す
る
か
ら
帰
依
で
あ
る
」
（
ｇ
も
．
畠
巴
と
し
て
、
、
胃
眉
四
を
救
済
と
安
息
と
い
う
本
来
の

意
味
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。

ま
た
、
僧
帰
依
に
つ
い
て
も
、
｜
施
と
供
養
か
ら
す
れ
ば
、
恭
敬
を
も
た
ら
す
も
の
に
大
果
を
獲
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
僧
も
有
情

の
恐
怖
を
駆
逐
す
る
か
ら
帰
依
で
あ
る
」
（
ｇ
・
ロ
畠
聖
と
、
同
じ
く
業
報
思
想
に
よ
っ
て
解
釈
し
て
い
る
。

以
上
の
様
に
、
帰
依
と
は
、
業
報
思
想
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
の
恐
怖
を
駆
逐
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て

帰
依
が
業
の
思
想
と
結
び
つ
く
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
立
場
か
ら
、
Ｕ
で
は
次
の
経
典
の
句
を
引
用
し
て
、
帰
依
と
業
と
の
関
連
を

る 生
に
は
悪
い
果
報
（
ご
巷
騨
四
）
も
て
る
来
世
あ
り
』
（
旨
．
日
、
や
画
ｇ
）
云
狗
と
い
っ
て
、
不
利
益
を
転
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
は

ま
た
有
情
の
恐
怖
を
駆
逐
す
る
か
ら
帰
依
で
あ
る
。
」
（
目
・
層
．
］
Ｓ
ｌ
］
認
）

こ
こ
に
、
善
因
善
果
・
悪
因
悪
果
の
業
報
思
想
を
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
佛
帰
依
が
解
釈
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
足
戒
に
住
す
る
と

い
う
正
し
い
宗
教
生
活
の
利
益
を
示
し
、
そ
の
逆
で
あ
る
殺
生
に
悪
い
果
報
あ
り
と
い
う
不
利
益
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
転

還
す
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
利
益
を
お
し
す
す
め
、
不
利
益
を
転
還
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
は
有
情
の
恐
怖
を
駆
逐
す
る
の
で
あ



の
質
問
に
対
す
る
釈
尊
の
答
な
の
で
あ
る
。
‐

「
ゴ
ー
タ
マ
よ
、
い
か
な
る
因
と
い
か
な
る
縁
あ
っ
て
、
人
間
生
存
の
間
に
は
優
劣
の
性
が
見
ら
れ
る
の
か
。
」
（
宮
．
日
ゞ
や
邑
埋

こ
の
中
の
優
劣
の
性
の
内
容
と
し
て
、
こ
の
経
典
で
は
、
短
寿
・
長
寿
・
多
病
・
無
病
・
醜
晒
・
容
麗
・
権
勢
・
弱
勢
・
貧
・
富
一

卑
・
尊
・
愚
・
賢
等
を
あ
げ
て
い
る
。

こ
の
様
な
様
々
な
優
劣
の
性
の
因
縁
と
し
て
、
釈
尊
は
前
述
の
経
の
如
き
業
思
想
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
生
存
の
差
別
の
因
縁

は
業
に
尽
き
る
と
す
る
こ
の
経
典
の
所
説
は
、
一
見
、
桁
命
諭
の
様
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
佛
教
の
業
思
想
は
決
し
て
宿
命
論
で
は

⑯

な
い
。
こ
の
釈
尊
の
所
説
が
宿
命
論
で
な
い
根
拠
は
、
同
じ
こ
の
経
典
の
文
中
に
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
業
を
帰
依
所
と

す
る
」
の
文
句
に
他
な
ら
な
い
。
「
有
情
は
自
ら
業
を
も
て
る
も
の
か
業
の
相
続
者
、
業
を
胎
蔵
せ
る
も
の
、
業
に
縛
せ
ら
れ
」
と
い

う
こ
れ
ら
の
内
容
は
所
謂
宿
命
論
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
最
後
の
一
句
で
あ
る
「
業
を
帰
依
所
と
す
る
」
と
い
う
こ

の
こ
と
で
、
善
な
る
帰
依
所
を
業
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
情
は
自
ら
善
業
を
も
ち
へ
善
業
を
相
続
し
、
善
業
を
胎
蔵
し
、
善
業
に

縛
せ
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
善
な
る
大
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
の
諸
句
で
あ
る
宿
命
論
的
業
説
が
、
積
極

的
な
業
説
へ
と
転
還
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
Ｕ
で
は
次
の
様
に
説
明
す
る
。

「
こ
こ
で
は
、
有
情
に
と
っ
て
、
自
ら
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
悪
処
と
恐
怖
を
破
る
善
〔
業
〕
の
み
が
帰
依
所
で
あ
る
」
（
星
も
．
畠
巴

す
な
わ
ち
、
過
去
に
自
ら
作
っ
た
悪
業
で
あ
っ
て
も
、
今
、
善
業
の
み
を
帰
依
所
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
善
な
る
も
の
へ
と
転
還

で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
様
な
と
こ
ろ
に
Ｕ
で
は
更
に
次
の
様
に
説
い
て
い
る
。

「
更
に
ま
た
、
〔
佛
・
法
・
僧
の
〕
三
事
（
ぐ
四
耳
目
芹
葛
②
）
は
帰
依
の
所
縁
で
あ
る
か
ら
、
〔
そ
の
所
縁
に
〕
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ

て
帰
依
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
と
き
、
あ
ら
ゆ
る
善
業
も
帰
依
の
本
性
に
密
着
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら

■
令
令
僅
、

一
一
」
、

’
一
一
ノ



帰
依
は
、
具
体
的
に
は
《
《
切
目
目
冨
信
（
ロ
冨
冒
目
沙
昌
』
殴
侭
冒
昌
）
の
閏
９
画
日
盟
８
扇
目
こ
（
佛
・
法
・
僧
に
私
は
帰
依
い
た
し

ま
す
）
と
い
う
表
白
を
以
て
示
さ
れ
た
。
前
々
節
に
お
い
て
国
ロ
目
冒
》
己
冨
目
日
興
〕
蟹
侭
冒
の
内
容
を
、
そ
し
て
前
節
に
お
い
て

、
胃
息
Ｐ
の
意
味
を
究
明
し
、
そ
こ
に
帰
依
と
業
と
の
相
互
の
関
係
が
明
か
に
さ
れ
た
。
最
後
に
鴨
８
園
目
の
も
つ
意
味
を
明
ら
か

に
し
て
在
家
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
の
意
義
を
確
か
め
た
い
。
Ｕ
に
お
け
る
鴨
ｇ
圖
員
目
の
解
釈
は
次
の
如
き
で
あ
る
。

「
さ
て
、
『
私
は
〔
帰
依
〕
い
た
し
ま
す
（
鴨
Ｃ
Ｏ
目
日
華
』
と
は
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
、
私
は
親
近
し
ま
す
合
冒
司
己
ら
、
従
い

ま
す
（
の
①
鼠
昌
）
、
尊
敬
し
ま
す
宕
豊
割
営
口
凰
出
目
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
へ
親
近
し
、
従
い
＄
尊
敬
せ
る
彼
ら
に
、
行
け
る
こ

と
（
噌
冒
秒
口
色
）
と
い
う
所
作
が
結
び
付
い
た
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
う
い
う
境
界
（
ｅ
働
言
）
に
対
す
る
趣
向
（
盟
武
）
の

意
味
で
あ
り
、
ま
た
覚
慧
（
盲
目
ご
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
私
は
知
り
ま
す
（
司
圖
目
肖
）
、
あ
る
い
は
私
は
覚
り
ま
す
（
一
）
昌
罰
目
）

と
い
う
意
味
が
知
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
」
（
皇
も
．
屋
巴

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
二
七

善
心
を
具
足
し
た
あ
る
者
は
、
す
、
へ
て
帰
依
し
た
者
で
あ
る
と
言
う
雷
へ
き
で
あ
る
。
」
（
星
も
．
葛
ｓ

こ
こ
に
今
度
は
業
が
帰
依
と
結
び
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
善
業
が
、
佛
・
法
・
僧
の
三
帰
依
に
集
約
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

善
心
を
具
足
せ
る
者
の
作
す
善
業
は
帰
依
の
本
性
に
密
着
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
帰
依
の
所
縁
が
佛
・
法
・
僧
の
三
宝
で
あ
る
。

そ
の
三
宝
は
、
善
心
す
な
わ
ち
善
業
の
所
縁
で
あ
る
。

先
に
、
帰
依
が
業
報
思
想
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
者
の
恐
怖
を
駆
逐
す
る
と
い
う
点
で
‐
帰
依
ｌ
↓
業
の
関
係
を
明
か
に
し

た
。
こ
こ
で
は
逆
に
善
業
が
帰
依
に
集
約
さ
れ
密
着
す
る
と
い
う
点
で
、
業
ｌ
↓
帰
依
の
関
係
が
明
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

六
業
の
目
的
と
帰
依



「
業
の
目
的
ｅ
昌
○
毒
ご
囚
）
と
は
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
世
尊
が
先
ず
最
初
に
出
家
の
姿
を
見
て
、
そ
こ
に
生
じ
た
〔
出
家
へ
の
〕

愛
楽
を
も
っ
て
出
家
し
、
菩
提
の
座
に
登
り
、
〔
そ
こ
で
〕
証
得
し
た
四
諦
の
法
を
も
っ
て
佛
た
る
こ
と
（
国
昌
＆
富
９
劃
出
）
を
得
達

し
た
こ
と
で
あ
る
。
或
は
ま
た
、
未
来
に
お
い
て
、
世
尊
が
佛
・
法
の
二
宝
を
証
得
す
る
と
き
、
僧
宝
に
も
依
存
し
て
い
た
〔
こ
と
に

な
る
〕
か
ら
、
逆
の
次
第
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
〔
三
〕
帰
依
に
よ
っ
て
解
脱
し
た
如
く
に
見
ら
れ
る
」
（
星
も
：
瞳
ｅ

こ
こ
に
お
い
て
も
、
帰
依
と
業
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
業
の
目
的
と
は
佛
た
る
こ
と
（
佛
性
）
の
得
達
で
あ
る
。

そ
れ
は
法
の
証
得
に
よ
っ
て
完
成
す
る
。
更
に
、
佛
・
法
二
宝
の
成
就
は
僧
宝
に
依
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
僧
伽
な
く
し

て
は
佛
も
法
も
意
味
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
業
の
目
的
と
は
三
帰
依
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

釈
尊
は
三
帰
依
に
よ
っ
て
解
脱
し
た
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
佛
・
法
・
僧
，

結
び
つ
き
、
『
知
り
ま
す
、

以
上
論
究
し
た
様
に
、
一

は
次
の
様
に
説
い
て
い
る
。

こ
の
Ｕ
に
お
け
る
甥
○
○
罰
冒
』
の
解
釈
を
図
示
す
れ
ば
次
の
様
に
な
ろ
う
。

行
為
所
作
境
界
意
味

親
近
し
ま
す
行
け
る
こ
と
、
仏
＄
〃
知
り
ま
す

爪
綻
い
ま
ｗ
閥
一
（
趣
向
）
法

＃
宙
…
“
“
函
；
…

鮠
湧
○
○
彦
倒
口
昌

こ
こ
に
、
佛
・
法
・
僧
と
い
う
境
界
に
対
す
る
趣
向
と
覚
栽
と
い
う
二
つ
の
所
作
が
、
親
近
・
従
属
・
尊
敬
と
い
う
三
つ
の
行
為
に

ひ
つ
き
、
『
知
り
ま
す
、
覚
り
ま
す
』
と
い
う
意
味
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
鴨
Ｃ
Ｏ
園
日
一
が
解
釈
さ
れ
た
。

以
上
論
究
し
た
様
に
、
三
帰
依
は
そ
の
ま
ま
善
業
と
し
て
の
業
に
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
業
の
目
的
に
つ
い
て
Ｕ
で

次

八



更
に
ま
た
、
Ｕ
で
は
帰
依
と
信
の
結
び
つ
き
を
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。

「
そ
れ
故
に
、
佛
を
所
縁
と
し
て
、
帰
依
と
信
（
冨
３
８
）
に
行
き
ま
す
と
い
う
意
味
が
見
ら
る
令
へ
き
で
あ
る
。
」
（
ｇ
も
．
］
き
）

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
Ｕ
で
は
更
に
世
間
的
帰
依
と
出
世
間
的
帰
依
を
説
く
中
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
の
帰
依
に
は
出
世
間
と
世
間
と
の
二
種
あ
り
。
そ
こ
で
、
出
世
間
の
帰
依
は
現
前
な
る
諦
の
道
刹
那
に
お
い
て
、
煩
悩
を
断
絶

す
る
も
の
で
あ
り
、
所
縁
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
浬
桑
の
所
縁
と
な
っ
て
、
三
宝
に
対
す
る
浄
信
（
四
ぐ
の
ｏ
８
噌
酉
出
§
）
に
よ
っ
て
成

就
す
る
。
ま
た
、
世
間
の
帰
依
は
、
凡
夫
が
帰
依
に
よ
っ
て
随
煩
悩
を
消
除
す
る
こ
と
に
よ
り
、
佛
等
の
徳
を
所
縁
と
し
て
成
就
せ
ら

れ
る
。
そ
の
こ
と
を
機
会
と
し
て
、
三
宝
へ
の
信
（
の
煙
＆
園
）
を
得
た
る
も
の
と
信
の
根
（
冒
昌
時
⑳
）
を
正
見
す
る
も
の
と
な
る
。
そ

こ
で
信
を
得
た
る
も
の
は
、
母
等
に
よ
っ
て
激
励
さ
れ
た
子
供
の
如
く
＄
〔
た
と
え
〕
徳
に
つ
い
て
確
定
し
て
い
な
く
と
も
、
慧
を
離

れ
た
心
に
よ
っ
て
信
（
菌
の
目
色
）
の
所
作
が
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
正
見
す
る
も
の
と
は
見
正
業
者
（
農
旨
冒
冨
日
日
沙
）
と
同

こ
こ
に
説
か
れ
る
様
に
、
出
家
者
の
た
め
の
出
世
間
的
帰
依
は
、
煩
悩
の
断
絶
を
め
ざ
し
、
浬
藥
を
所
縁
と
し
て
、
三
不
壊
浄
と
と

も
に
成
就
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
在
家
者
の
た
め
の
世
間
的
帰
依
は
、
随
煩
悩
の
消
除
を
め
ざ
し
、
三
宝
の
徳
を
所
縁
と
し
て

三
宝
へ
の
信
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
三
宝
へ
の
信
を
得
た
も
の
は
、
た
と
え
慧
よ
り
離
れ
そ
の
三
宝
の
徳
が
は
っ
き
り
し
な
く

と
も
、
母
を
信
ず
る
子
供
の
如
く
、
信
の
所
作
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ま
た
正
見
と
も
見
正
業
と
も
説
い
て
い
る
。
こ

こ
に
在
家
者
の
帰
依
が
正
業
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
先
に
も
論
及
し
た
如
く
、
三
宝
の
徳
を
所
縁
と
し
た
信
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
三
宝
に
対
す
る
随
念
（
鯉
ご
ロ
の
３
ｓ
に

⑰

展
開
す
る
必
然
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｕ
に
お
い
て
も
こ
の
あ
と
随
念
に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
る
。

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
業
二
九

じ
で
あ
る
。
’
（
星
帛
）
．
］
ら
）



こ
の
様
に
し
て
↑
Ｕ
に
お
い
て
も
、
帰
依
↓
信
↓
随
念
と
い
う
実
践
道
の
展
開
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
業
と
の
関
連
に
お
い
て

で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
に
、
六
随
念
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
論
究
し
、
佛
道
実
践
の
先
頭
に
立
つ
ゞ
へ
き
「
念
（
困
威
こ
が
、
三
帰
依
や

四
不
壊
浄
と
結
び
つ
い
て
六
随
念
へ
と
展
開
し
た
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
帰
依
の
所
縁
で
あ
る
佛
・
法
・
僧
の
三
宝
に
、

在
家
道
の
実
践
大
綱
で
あ
る
施
・
戒
・
生
天
の
三
論
、
あ
る
い
は
、
信
・
戒
・
間
・
施
・
慧
の
五
法
の
概
念
が
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ

⑱
っ
た
。
前
に
も
言
及
し
た
如
く
、
こ
の
三
論
や
五
法
は
明
ら
か
に
業
報
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
三
帰
依
を
四
不
壊
浄
や
六
随
念
、
更
に
は
十
随
念
へ
と
展
開
さ
せ
た
の
は
業
の
思
想
に
他
な
ら
な
い
。
筆

⑲

者
は
、
以
前
に
「
六
随
念
の
起
源
と
い
う
こ
と
を
一
口
で
言
え
ば
、
帰
依
三
宝
と
念
の
結
合
で
あ
る
と
言
え
よ
う
」
と
述
べ
た
こ
と
が

あ
る
。
以
上
の
所
論
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
帰
依
三
宝
と
念
を
結
び
つ
け
た
も
の
が
業
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

佛
教
入
門
の
第
一
歩
で
あ
る
三
帰
依
が
業
思
想
に
よ
っ
て
種
々
の
佛
教
の
実
践
道
と
し
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
原
始
佛
教
に

の
で
あ
る
皆
（
巳
．
や
扇
ご

〔
三
宝
の
〕
徳
を
信
じ
随
念
し

三
帰
依
を
賞
賛
す
る
人
々
は

↓
見
正
業
者
の
中
の
聚
に
至
り

疑
惑
が
な
い
（
ｇ
も
．
Ｅ
ｅ

あ
る
い
は
次
の
様
に
も
説
か
れ
て
い
る
。

「
而
し
て
在
家
者
或
は
出
家
者
は
『
か
く
の
如
く
彼
は
世
尊
・
阿
羅
漢
・
正
等
覚
者
な
り
』
云
々
と
い
う
『
佛
・
法
・
僧
随
念
業
処

（
嗣
口
目
冒
‐
号
煙
日
日
Ｐ
‐
“
自
答
習
旨
“
困
武
‐
富
目
白
員
日
日
屋
）
を
最
勝
な
る
所
依
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佛
と
法
と
僧
に
帰
依
す
る
も

二

○



お
け
る
帰
依
と
業
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

《
詞①

拙
稿
「
十
随
念
の
成
立
過
程
」
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
、
（
京
都
・
昭
四
五
）
三
八
頁
参
照
。

②
国
．
曾
呂
冨
爵
笛
（
巴
・
）
》
口
凰
の
四
冨
雷
旨
巴
目
圃
３
℃
日
切
Ｆ
ｏ
目
○
口
｝
ご
爵
．
ロ
ヮ

③
拙
稿
「
六
随
念
の
成
立
過
程
」
印
佛
研
肥
１
１
（
東
京
・
昭
四
四
）
一
七
七
’
一
八
○
頁
参
照
。

④
拙
稿
「
十
随
念
の
成
立
過
程
」
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
ｕ
（
京
都
・
昭
四
五
）
三
八
’
五
九
頁
参
照
。

⑤
赤
沼
智
善
「
佛
教
教
理
の
研
究
」
（
破
塵
閣
・
名
古
屋
・
昭
一
四
）
四
三
一
頁
参
照
。
風
．
Ｐ
国
・
留
酬
騨
冨
《
の
。
。
巨
騨
且
国
昌
亘
騨
昌
“
胃
冒
甘

旨
冒
邑
冒
ゞ
レ
ウ
宮
口
四
’
ご
屯
巨
匡
甘
口
茸
ｇ
届
》
ｚ
①
三
口
巴
冨
》
岳
ご
）
や
ら
］
．

⑥
ａ
．
属
．
同
ｚ
ｏ
Ｈ
昌
騨
ロ
》
閃
の
ａ
①
急
切
旦
国
○
○
筋
《
己
温
め
己
且
ゅ
国
巴
目
圃
屈
こ
．
目
胃
］
○
口
目
巴
旦
罰
昌
巴
缶
め
目
５
９
。
］
①
ｑ
》
己
霞
＆
砥
』

や
勗
回
拙
稿
「
ご
風
”
農
且
煙
』
〕
巴
呂
圃
３
述
作
の
意
趣
」
印
佛
研
⑱
１
２
（
東
京
・
昭
四
六
）
三
三
三
頁
参
照
。

⑦
桜
部
建
「
書
評
ご
圃
岨
騨
冨
茜
固
巴
凰
圃
国
」
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
４
（
京
都
・
一
九
六
九
）
七
九
頁
参
照
。

③
拙
稿
己
忌
、
鼻
旦
騨
目
置
蔦
胃
四
述
作
の
意
趣
」
印
佛
研
岨
１
２
、
三
三
四
頁
。

⑨
同
、
三
三
五
頁
に
そ
の
偶
を
訳
出
。
．
・
↓
！

⑩
「
帰
依
経
」
は
、
Ｕ
で
は
こ
れ
を
含
め
て
三
回
引
用
さ
れ
て
い
る
念
．
］
暖
白
壁
』
］
窓
）
が
、
筆
者
は
未
だ
現
存
経
典
中
に
出
典
を
見
出
し

得
な
い
。
た
だ
、
引
用
箇
所
の
前
後
か
ら
し
て
み
る
と
、
こ
の
２
国
目
嘔
日
四
口
騨
呂
倖
四
な
る
経
典
が
当
時
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
本
論
述

作
の
所
依
の
経
典
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
う
る
。

⑪
こ
の
偶
は
己
冨
日
日
四
冨
目
‐
鼻
菩
鼻
胃
目
や
弓
や
鶯
昏
溺
農
目
（
団
○
９
℃
弓
に
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
〔
産
み
出
す
〕

の
語
を
補
い
、
ま
た
切
昌
団
ロ
四
国
を
の
ロ
ヰ
四
鼠
（
庇
護
）
と
修
正
し
て
訳
し
た
。

⑫
Ｕ
に
お
い
て
説
か
れ
る
佛
伝
は
百
国
冒
】
口
冨
日
日
砦
Ｐ
§
‐
鼻
昏
鼻
呉
冨
〕
際
昏
閉
呂
昌
等
の
佛
伝
よ
り
引
用
・
取
意
さ
れ
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。

原
始
佛
教
に
お
け
る
帰
依
と
菜

二

二



⑲
同
四

※
略
号

一
一
一
一
一

⑬
佐
灸
木
現
順
「
阿
毘
達
磨
思
想
研
究
」
（
弘
文
堂
・
東
京
・
昭
三
四
）
四
九
二
’
五
一
五
頁
。
。
国
．
蟹
８
国
一
勺
目
ご
葛
四
口
目
呂
弓
閏
鐵
畠
國
〕

三
量
の
目
亜
弓
討
ロ
①
吋
韓
①
芹
⑳
呂
凰
津
當
Ｈ
ｇ
①
民
ロ
ロ
：
ロ
ロ
ロ
○
の
３
里
①
国
ｍ
》
ぐ
胃
』
鈩
巨
の
耳
国
』
ら
忠
．

⑭
亘
日
⑳
異
ぽ
冨
昌
の
（
言
）
冒
再
』
］
威
昌
）
を
語
根
と
し
、
「
傷
つ
け
る
」
『
殺
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ぐ
旨
蔚
①
芦
（
追
放
す
る
）

と
言
い
な
お
し
て
い
る
の
で
、
８
号
の
吋
昌
（
旨
○
日
の
目
の
同
ロ
．
ｐ
届
弓
ｇ
の
意
味
に
と
る
。

⑮
３
３
糧
（
勺
四
三
』
３
３
箇
窃
丙
・
）
の
語
根
は
段
（
８
号
胃
目
○
口
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
冒
○
昌
①
Ｈ
》
の
両
己
．
己
．
ぢ
弓
四
）
が
、
本
論

で
冨
昌
の
鼻
』
（
ざ
冒
鼻
』
冨
巳
と
解
釈
し
た
こ
と
は
語
根
を
小
国
（
８
０
日
吾
』
胃
①
烏
．
冨
巳
と
見
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑯
。
国
．
蟹
＄
医
《
ｇ
ｏ
巨
凹
且
国
員
巨
騨
昌
豊
ｏ
目
詩
目
旨
島
四
》
シ
ｇ
旨
曾
ぐ
固
号
胃
胃
５
口
の
』
ｚ
の
笥
己
の
旨
、
ご
己
》
や
］
馬
．

⑰
拙
稿
「
六
随
念
の
成
立
過
程
」
印
佛
研
昭
１
１
（
東
京
・
昭
四
四
）
一
七
七
’
一
八
○
頁
参
照
。

⑬
同
、
一
七
八
頁
。

諺
冒
司
・
…
…
己
．
里
ご
○
唱
ロ
ｐ
Ｈ
騨
（
①
９
）
“
、
耳
目
薗
昇
ロ
画
シ
ゴ
冒
Ｑ
ｐ
ｐ
Ｈ
日
四
丙
○
獣
ぐ
望
劉
拝
ご
動
ぴ
冨
倒
鼠
○
日
群
Ｈ
四
》
の
⑳
ご
宮
ケ
○
》
Ｈ
○
戸
］
○
》
己
。
・

目
・
・
・
・
・
・
・
国
．
の
凹
呂
ぽ
い
は
め
３
（
①
ｅ
“
ご
凰
困
屏
四
苗
目
冨
口
斥
間
色
．
（
前
出
）

Ｌ

そ
れ
以
外
の
パ
ー
リ
テ
キ
ス
ト
の
略
号
は
缶
９
旨
巴
勺
農
目
ｏ
武
○
昌
色
ｑ
の
囚
昌
○
四
名
ｇ
に
よ
る
。

（
昭
和
四
十
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
、
一
般
研
究
Ｃ
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
）

拙
稿
「
十
随
念
の
成
立
過
程
」
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
Ⅲ
（
京
都
・
一
九
七
○
）
二
、
三
八
、
四
○
、
四
一
’
四
三
頁
。

同
四
○
頁
。

酔
汽
．
。
…
：
弓
．
吋
埼
胃
房
四
国

］
む
つ
割
。

（
の
具
）
狙
鈩
匡
冒
昼
ロ
山
門
日
巴
８
３
－
曽
尉
〕
国
旦
ぐ
ゅ
の
ロ
ヴ
目
昼
げ
ロ
』
周
．
国
］
＆
酋
叩
弓
巴
海
⑦
、
①
胃
●
（
曽
冒
の
一
茸
耳
①
〕
吊
酉
汁
口
ゆ
ゞ


