
知
ら
ず
、
」

①

の
で
あ
る
。

業
報
説
は
輪
廻
転
生
の
思
想
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
人
間
が
こ
の
世
で
行
う
身
口
意
の
業
に
従
っ
て
未
来
の
世
の
彼
の
在

り
方
が
左
右
さ
れ
、
未
来
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
現
世
も
亦
過
去
の
業
の
力
の
然
ら
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
生
き
と
し
生
き

る
も
の
は
、
自
ら
の
業
の
力
に
引
か
れ
て
生
死
流
転
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
業
報
輪
廻
の
思
想
は
、
人
間
の
生
と
死
と
を
生
死
の
大
海
と
考
え
、
あ
た
か
も
海
の
波
の
う
ね
り
の
如
く
生
と
死
は
無
限
の
彼

方
ま
で
続
き
、
果
て
る
時
が
な
い
。
そ
こ
で
佛
教
は
そ
の
解
脱
を
説
く
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
生
死
流
転
の
考
え
方
は
、
も
と
も
と
中
国

の
伝
統
思
想
に
は
な
か
っ
た
。
中
国
人
の
思
惟
は
現
世
中
心
的
で
、
生
と
死
と
は
本
来
的
に
区
別
さ
れ
る
、
へ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
生
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
が
、
死
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
孔
子
が
死
に
つ
い
て
問
わ
れ
た
と
き
、
「
未
だ
生
を

知
ら
ず
、
い
ず
く
ん
ぞ
死
を
知
ら
む
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
現
世
中
心
的
な
考
え
方
は
儒
家
も
道
家
も
法
家
も
変
わ
ら
な
い

道
家
に
於
い
て
も
現
世
を
長
生
す
る
養
生
法
を
生
み
、
独
自
な
生
死
観
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
決
し
て
生
と
死
と
を
一
大
海
と
考
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え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
現
在
の
生
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
世
の
生
活
が
よ
き
未
来
を
迎
え
る
た
め
の

準
備
で
あ
る
と
い
う
考
え
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
世
中
心
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
の
伝
統
思
想
の
中
に
は
罪
業
や
原
罪
と
い

②

う
観
念
は
な
い
。
当
然
そ
こ
に
は
佛
教
の
よ
う
な
解
脱
の
思
想
も
な
い
。

佛
教
の
伝
来
に
よ
っ
て
中
国
は
業
・
輪
廻
の
思
想
を
受
容
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
も
な
い
白
紙
の
処
に
そ
っ
と
置
か
れ
た

の
で
は
な
く
、
既
に
独
自
の
文
化
基
盤
の
上
に
於
い
て
為
さ
れ
た
。
佛
教
は
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
中
国
に
入
り
込
ん
だ
の
で
は
決
し
て

な
い
。
受
容
す
る
中
国
側
か
ら
の
批
判
、
拒
否
の
反
応
が
あ
り
、
伝
来
し
た
佛
教
も
亦
そ
れ
に
応
じ
て
自
己
の
一
部
を
改
変
し
た
り
し

て
順
応
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
世
界
宗
教
と
し
て
の
佛
教
の
普
遍
性
は
保
っ
て
い
た
。
だ
が
佛
教
が
順
応
し
妥
協
し
た
部
分
に
時
と

し
て
佛
教
の
重
要
な
思
想
が
含
ま
れ
て
お
り
、
伝
来
し
た
も
の
と
受
容
し
た
も
の
と
の
間
に
差
位
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
相
違

点
を
超
克
し
て
は
じ
め
て
佛
教
が
土
着
し
、
中
国
佛
教
と
し
て
の
発
展
展
開
が
あ
る
の
で
あ
る
。
佛
教
に
は
地
域
の
差
を
越
え
た
人
類

宗
教
と
し
て
の
普
遍
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
こ
の
普
遍
性
と
特
殊
性
と
が
微
妙
に
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
佛
教
思
想
史

を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
今
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
業
報
輪
廻
の
思
想
は
、
従
来
中
国
側
に
全
く
持
ち
合
せ
な
い
特
殊
の
思
想
で
あ
る

だ
け
に
と
り
わ
け
多
く
の
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
国
に
於
い
て
業
の
思
想
が
佛
教
の
中
で
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
理
解

さ
れ
た
の
か
。
ま
た
従
来
な
か
っ
た
異
質
の
思
想
で
あ
る
だ
け
に
固
有
の
伝
統
思
想
の
側
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
か
。

中
国
の
佛
教
徒
は
い
か
な
る
態
度
を
と
っ
た
の
か
等
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

佛
教
が
中
国
に
伝
わ
っ
た
の
は
前
漢
の
末
頃
で
あ
る
が
、
広
く
社
会
に
理
解
さ
れ
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
東
晉
の
こ
と
で

一
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あ
る
。
そ
の
間
に
佛
教
は
中
国
社
会
へ
の
適
応
の
準
伽
を
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
中
国
側
か
ら
は
外
来
の
宗
教
に

対
す
る
拒
否
反
応
を
示
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
の
時
期
を
経
過
し
て
は
じ
め
て
佛
教
は
、
中
国
の
伝
統
思
想
で
あ
る
儒
教

や
道
教
と
対
時
す
る
基
礎
資
格
を
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
も
佛
教
は
あ
く
ま
で
異
国
の
宗
教
で
あ
り
、
中
華
意
識
の
強
い
中
国
に

根
を
下
す
た
め
に
は
夷
夏
の
議
論
を
は
じ
め
解
決
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
多
く
の
課
題
が
あ
っ
た
。

③

こ
の
よ
う
な
時
期
に
牟
子
は
『
理
惑
諭
」
を
著
し
、
儒
佛
道
三
教
の
異
同
を
明
か
し
、
佛
教
の
優
位
を
論
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
論
文
は
三
十
七
条
か
ら
成
り
佛
教
と
儒
教
道
教
と
の
相
違
を
概
括
的
に
論
じ
て
い
る
。
か
り
に
要
約
し
て
言
え
ば
次
の
よ
う
で
あ

る
。
即
ち
日
佛
教
の
思
想
は
、
虚
無
神
秘
で
尤
大
で
あ
る
。
。
儒
教
は
孝
の
教
え
を
説
く
が
、
佛
教
は
人
倫
礼
教
を
明
さ
な
い
。
匂
儒

教
道
教
で
は
現
身
の
養
生
法
を
問
題
に
す
る
が
、
佛
教
に
は
そ
れ
が
な
い
。
卿
儒
教
は
人
が
死
ぬ
と
神
（
霊
魂
・
精
神
）
も
減
す
る
と

い
う
が
、
佛
教
は
神
は
不
滅
に
し
て
業
報
に
よ
っ
て
輪
廻
す
る
と
い
う
。

こ
こ
で
牟
子
は
ど
れ
だ
け
佛
教
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
を
も
っ
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
国
の
人
倫
礼
教
・
養
生
法
の
世

間
主
義
、
現
世
主
義
と
佛
教
の
出
世
間
主
義
、
超
現
世
（
三
世
）
主
義
と
の
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
卿
の
神
の

減
不
滅
の
問
題
は
、
業
報
輪
廻
に
脚
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
実
は
こ
の
よ
う
な
発
想
の
相
違
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

④

梁
の
僧
祐
は
『
弘
明
集
』
の
後
序
の
中
で
六
朝
時
代
の
俗
士
の
六
疑
を
挙
げ
て
い
る
。
六
疑
と
は

い
経
説
迂
誕
、
大
に
し
て
徴
す
る
無
き
を
疑
う
。

○
人
死
し
て
神
滅
し
、
三
世
有
る
な
き
を
疑
う
。

㈲
真
佛
を
見
る
莫
く
、
国
治
に
益
無
き
を
疑
う
。

四
古
に
法
教
無
く
、
近
く
漢
世
に
出
で
た
る
を
疑
う
。
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㈲
教
の
戎
方
に
在
り
て
、
化
は
華
俗
に
非
ざ
る
を
疑
う
。

㈹
漢
魏
は
法
微
に
し
て
、
晉
代
始
め
て
盛
な
る
を
疑
う
。

こ
の
六
種
の
疑
問
は
、
六
朝
時
代
の
一
般
人
が
佛
教
に
対
し
て
抱
い
た
疑
い
で
あ
っ
た
。
僧
祐
は
更
に
「
此
の
六
疑
を
以
っ
て
信
心
樹

た
ず
、
将
に
溺
れ
ん
と
す
る
を
宜
し
く
抵
う
べ
し
」
と
い
う
。
即
ち
先
の
疑
義
は
当
時
の
知
識
人
が
誰
し
も
抱
き
、
そ
れ
を
避
け
て
通

る
こ
と
の
出
来
ぬ
疑
問
で
あ
っ
た
。
こ
の
疑
問
に
対
す
る
解
答
を
得
て
は
じ
め
て
佛
教
の
信
仰
に
入
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
佛
教
が
土
着
す
る
た
め
の
第
一
開
門
で
あ
っ
た
。

日
の
経
説
迂
誕
は
「
理
惑
論
』
で
も
問
題
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
～
中
国
の
佛
教
は
、
伝
訳
さ
れ
た
経
論
の
理
解
解
釈
か
ら

出
発
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
印
度
の
よ
う
に
発
生
的
な
順
序
を
ふ
ま
ず
大
小
乗
の
経
諭
を
同
時
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め

経
論
の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
て
益
々
佛
教
教
理
の
本
質
は
何
か
を
疑
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
年
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
漸
く

⑤

大
小
乗
の
区
別
が
明
ら
か
と
な
り
、
教
判
を
生
み
出
し
教
理
の
帰
趨
が
示
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
中
国
佛
教
の
伝
訳
の
偶
発
性
か
ら

生
ず
る
疑
問
で
あ
っ
た
。
四
㈲
㈱
は
中
国
思
想
の
側
の
い
わ
ば
感
情
的
な
疑
義
で
あ
る
。
伝
統
の
有
無
の
問
題
で
、
結
局
は
一
種
の
中

華
意
識
の
表
明
で
あ
る
。
㈲
は
経
国
済
民
を
基
調
と
す
る
儒
家
と
の
相
違
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
当
時
の
士
大
夫
、
儒
教

的
政
治
家
の
意
識
の
根
底
に
は
常
に
は
た
ら
い
て
い
た
。
後
に
国
治
に
益
な
し
と
の
理
由
に
よ
り
廃
佛
の
主
張
が
し
ば
し
ば
繰
り
返
え

さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
○
の
神
の
減
不
滅
は
『
理
惑
論
』
で
も
言
わ
れ
て
い
た
が
、
周
孔
の
典
を
以
っ
て
教
養
と
す
る

人
之
に
と
っ
て
は
、
人
の
死
と
倶
に
神
は
滅
す
と
考
え
ら
れ
三
世
を
通
貫
す
る
神
の
実
在
に
積
極
的
証
明
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。
ま
た
道
家
も
現
世
に
於
け
る
寿
命
の
長
遠
を
説
く
が
、
過
現
未
の
三
世
に
わ
た
る
業
報
輪
廻
な
ど
思
い
も
及
ば
ぬ
思
想
で
あ
り

神
の
不
滅
は
も
と
よ
り
認
め
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
中
国
思
想
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
神
が
肉
体
を
離
れ
る
こ
と
が
死
で
あ
り
、
形
（
肉
体
）

二
八
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一
四
七
年
安
息
の
世
高
が
洛
陽
に
来
て
安
般
守
意
経
な
ど
小
乗
経
典
を
翻
訳
し
、
一
五
○
年
に
は
月
氏
の
支
櫻
迦
識
が
同
じ
く
洛
陽

で
道
行
般
若
経
、
般
舟
三
昧
経
な
ど
の
大
乗
経
典
を
翻
訳
し
た
。
佛
教
が
伝
来
し
た
漢
末
に
は
、
儒
教
は
す
で
に
早
く
国
家
公
認
の
学

と
し
て
の
公
の
地
位
を
確
立
し
て
い
た
。
他
方
、
隠
逸
の
老
荘
道
家
の
思
想
も
民
衆
の
間
に
隠
然
た
る
勢
力
を
保
持
し
て
い
た
。
中
国

の
思
想
界
は
、
佛
教
の
伝
来
の
最
初
期
に
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
佛
教
が
儒
家
道
家
よ
り
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
当
然
で
あ

⑦

り
、
そ
の
標
的
と
し
て
業
報
輪
廻
、
三
世
業
報
の
説
が
注
目
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
漢
末
の
蒼
梧
太
守
の
牟
子
の
作
と
い
う
「
理

惑
論
』
は
、
先
に
述
べ
た
如
く
神
の
減
不
滅
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
「
道
あ
れ
ば
死
す
と
錐
も
↑
神
は
福
堂
に
帰
す
。
悪
を
為
し
て
既

⑧

に
死
せ
ば
、
神
そ
の
狭
に
当
る
」
と
い
い
、
業
報
思
想
を
紹
介
し
て
い
る
。

業
報
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の
減
は
神
（
精
神
）
の
減
で
あ
る
。
あ
た
か
も
形
と
神
と
は
薪
尽
火
減
す
る
が
如
く
で
あ
る
と
い
う
。

先
の
六
疑
の
う
ち
こ
の
口
の
神
の
減
不
滅
に
関
す
る
点
は
他
の
疑
義
と
は
異
な
り
、
佛
教
の
重
要
な
教
説
ｌ
業
報
輪
廻
と
い
う
特
定

の
思
想
に
対
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
と
り
わ
け
興
味
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
よ
う
な
内
容
の
佛
教
批
判
は
六
朝
で
は
も

⑥

つ
と
も
普
通
に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
顔
之
推
が
そ
の
家
訓
帰
心
篇
に
「
俗
の
誇
る
者
は
大
抵
五
あ
り
」
と
い
い
、
迂
誕
や
損

国
な
ど
世
俗
で
佛
教
を
非
難
す
る
理
由
を
五
つ
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
既
に
述
べ
た
も
の
と
大
同
小
異
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
非
難
の
中
で
教
義
に
直
接
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
何
故
に
業
報
輪
廻
だ
け
が
殊
更
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
凡
そ
何
時
ご
ろ
か
ら
業
ｌ
輪
廻
の
思
想
が
中
国
の
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
は
じ
め
た
の
か
。
又
そ
の

頃
こ
の
思
想
が
佛
教
の
中
で
い
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
順
序
だ
と
思
う
。

三



こ
の
よ
う
に
三
世
業
報
説
は
１
佛
教
伝
来
の
は
じ
め
か
ら
知
ら
れ
、
佛
教
を
代
表
す
る
独
自
な
教
説
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

れ
は
当
時
の
人
々
の
精
神
生
活
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

東
晉
の
末
、
眉
山
東
林
寺
に
在
っ
て
弟
子
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
慧
遠
を
中
心
と
し
て
道
俗
百
二
十
三
名
か
ら
な
る
西
方
願
生
の

念
佛
結
社
が
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
結
社
を
代
表
し
て
劉
遺
民
が
阿
弥
陀
佛
像
前
に
捧
げ
た
誓
文
は
、
そ
の
中
で

応
が
あ
る
と
紹
介
し
三

も
の
で
あ
る
と
い
』
フ
。

二
九
○

⑨

ま
た
衰
宏
の
『
後
漢
記
』
に
云
う
。

人
死
し
て
精
神
減
せ
ず
、
随
っ
て
復
た
形
を
受
く
。
生
き
る
時
行
う
と
こ
ろ
の
善
悪
み
な
報
応
あ
り
。
ゆ
え
に
貴
ぶ
と
こ
ろ
は
善

を
行
な
い
道
を
修
め
も
っ
て
精
神
を
錬
り
て
や
ま
ず
。
．
：
…
然
れ
ど
も
玄
微
深
遠
に
帰
し
、
得
て
測
り
が
た
し
。
故
に
王
公
大
人

も
死
生
報
応
之
際
を
観
て
は
、
豊
然
と
し
て
自
失
せ
ざ
る
は
な
し

こ
の
記
事
に
従
え
ば
、
後
漢
の
頃
す
で
に
佛
教
の
業
報
の
説
が
士
大
夫
の
社
会
に
知
ら
れ
て
お
り
ｊ
彼
ら
に
対
し
て
こ
の
業
報
が
い
か

に
大
き
な
衝
撃
で
あ
っ
た
か
が
知
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
佛
教
の
伝
来
し
た
当
初
か
ら
既
に
業
報
説
が
非
常
に
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

知
る
の
で
あ
り
↑
更
に
南
北
朝
に
至
る
と
佛
教
に
関
心
を
い
だ
く
人
々
に
と
っ
て
三
世
に
亙
る
業
報
の
説
こ
そ
佛
教
の
も
っ
と
も
特
色

あ
る
教
義
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

⑩

例
え
ば
『
魏
書
』
の
釈
老
志
に
「
几
そ
、
そ
の
経
旨
大
抵
言
う
。
生
灸
の
類
は
皆
行
業
に
因
り
て
起
る
。
過
去
当
今
未
来
あ
り
、
三

世
を
歴
し
て
、
識
神
常
に
減
せ
ず
。
凡
そ
善
悪
を
為
さ
ば
必
ず
報
応
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
佛
教
の
大
要
を
述
べ
る
の
に
、
す
べ
て

の
生
類
の
あ
り
方
は
、
皆
自
ら
行
な
っ
た
善
悪
の
業
に
因
っ
て
起
る
の
で
あ
り
、
佛
教
で
は
三
世
を
説
き
、
善
悪
の
行
為
に
は
必
ず
報

応
が
あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
の
て
あ
る
。
顔
之
推
も
亦
三
世
業
報
こ
そ
佛
教
を
代
表
す
る
も
の
で
、
儒
家
に
も
道
家
に
も
み
ら
れ
な
い



惟
斯
一
会
之
衆
、
夫
縁
化
之
理
既
明
、
則
三
世
之
伝
顕
突
。
遷
感
之
数
既
符
、
則
善
悪
之
報
必
芙
。
推
二
交
臂
之
潜
浦
《
悟
二
無
常

⑪

之
期
切
争
審
二
三
報
之
相
催
（
知
二
険
趣
之
難
諺
抜
。
此
其
同
志
諸
賢
～
所
二
以
夕
暢
霄
勤
、
仰
思
依
済
｝
者
也

と
云
っ
て
い
る
。
慧
遠
を
は
じ
め
慧
永
・
慧
持
・
宗
炳
。
周
続
之
・
雷
次
宗
・
劉
程
之
等
の
当
時
に
お
け
る
代
表
的
知
識
人
の
浄
土
往

生
の
願
い
が
、
三
世
業
報
、
輪
廻
転
生
の
教
説
に
驚
き
、
そ
れ
か
ら
の
解
脱
の
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
ほ
ど
業
報
説
が
当

時
の
中
国
社
会
、
殊
に
知
識
人
の
精
神
生
活
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
何
故
に
、
佛
教
の
教
説
の
中
か
ら
三
世
業
報
説
の
み
が
問
題
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
は

次
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
第
一
に
は
過
去
現
在
未
来
の
三
世
に
亙
っ
て
、
行
為
の
善
悪
に
よ
っ
て
生
死
流
転

の
輪
廻
を
続
け
る
と
い
う
個
人
的
応
報
説
は
、
従
来
中
国
に
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
の
佛
教
と
中
国
の
儒
教
道
教
等
と
の
非
常

な
相
違
点
で
あ
る
。
相
異
な
る
が
故
に
殊
更
に
注
目
さ
れ
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
は
社
会
的
要
因
で
あ
る
。
即
ち
三
国
か
ら
晉
末
に
か
け
て
の
戦
乱
は
、
神
の
不
滅
と
か
、
来
世
の
有
無
、
業
報
と
か
に
つ
い

⑫

て
考
え
る
条
件
を
生
み
出
し
た
。
例
え
ば
干
宝
の
『
捜
神
記
』
な
ど
に
生
死
不
明
の
肉
親
に
偶
然
再
会
し
た
話
と
か
、
墓
中
で
生
存
し

続
け
た
話
、
死
者
が
復
活
し
た
話
な
ど
奇
異
の
説
話
を
伝
え
て
い
る
。
干
宝
自
身
、
父
の
脾
が
死
後
十
数
年
を
経
て
蘇
生
し
た
こ
と
に

感
じ
て
、
こ
の
説
話
集
を
編
纂
し
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
戦
乱
の
時
代
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を

説
明
す
る
の
に
ど
う
し
て
も
三
世
や
業
報
の
考
え
が
必
要
と
な
り
、
神
不
滅
説
に
立
つ
三
世
業
報
の
思
想
が
暗
黙
の
中
に
人
々
の
意
識

に
浸
透
し
て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
乱
世
に
よ
く
み
ら
れ
る
悪
人
が
栄
え
善
人
が
禍
い
を
受
け
る
と
い
う
現
実
社
会
の
不
合
理
は

良
識
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
ど
う
し
て
も
説
明
の
し
よ
う
の
な
い
矛
盾
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
不
合
理
も
亦
佛
教
の
三
世
に

わ
た
る
業
報
の
説
に
よ
る
と
き
辛
う
じ
て
そ
の
解
決
が
見
出
さ
れ
る
。

業
報
説
の
受
容
と
神
滅
不
滅
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と
こ
ろ
で
疑
問
に
思
う
の
は
、
こ
の
現
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
当
時
既
に
鳩
摩
羅
什
等
に
よ
り
般
若
系
の
大
乗
の
経
諭
が
陸
続
と
翻

訳
さ
れ
て
「
空
」
の
研
究
が
盛
ん
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
と
異
る
次
元
に
お
い
て
佛
教
徒
の
間
に
業
報
に
関
連
し
三
世
に
わ
た

る
神
の
不
滅
が
、
佛
教
の
主
要
な
教
義
の
如
く
見
な
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
羅
什
に
学
ん
だ
僧
叡
す
ら
「
此
土
先
出
諸

⑬

経
、
於
識
神
性
空
、
明
言
処
少
、
存
神
之
文
、
其
処
甚
多
」
と
述
懐
し
て
い
る
。

こ
れ
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
如
く
「
鳩
摩
羅
什
以
後
と
雌
も
、
一
切
の
性
空
に
徹
す
る
空
観
の
理
解
の
如
き
は
少
数
の
専
門
的
学

匠
に
よ
っ
て
と
げ
ら
れ
、
一
般
的
に
は
精
神
は
不
滅
で
、
そ
の
精
神
が
現
在
の
生
涯
に
な
し
た
善
悪
業
に
よ
っ
て
次
の
善
悪
の
生
へ
再

生
輪
廻
し
て
行
く
こ
と
を
教
え
る
こ
と
こ
そ
、
佛
教
の
大
抵
の
教
旨
で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
教
義
こ
そ
両
晉
南
北
朝

⑭

の
人
之
の
心
を
動
か
し
↑
多
数
の
人
々
を
佛
教
信
奉
に
誘
引
し
た
所
以
で
あ
っ
た
」
の
か
も
し
れ
な
い
。

か
く
し
て
業
報
輪
廻
の
思
想
が
、
佛
教
伝
来
の
当
初
か
ら
注
目
さ
れ
、
両
晉
南
北
朝
の
こ
ろ
に
は
佛
教
の
代
表
的
教
説
と
さ
れ
る
に

至
り
、
新
た
な
思
想
的
問
題
を
提
起
す
る
。
即
ち
現
世
の
身
を
越
え
て
三
世
に
輪
廻
し
、
因
果
応
報
す
る
基
体
と
は
何
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
佛
教
徒
は
、
輪
廻
業
報
の
主
体
と
な
る
も
の
を
「
神
」
と
名
づ
け
、
肉
体
（
形
）
は
滅
ん
で
も
精
神
（
神
）
は
滅
ぶ
こ
と
は
な

い
と
し
て
神
不
滅
（
形
滅
神
不
滅
）
説
を
主
張
し
、
中
国
思
想
の
側
の
人
々
は
、
不
滅
の
神
を
認
め
ず
神
減
（
形
神
倶
滅
）
説
を
強
調

し
た
。
互
に
各
々
の
意
図
を
も
っ
て
決
し
て
讓
る
こ
と
の
な
い
論
争
を
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
図
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

佛
教
の
業
報
説
が
中
国
に
根
を
下
し
て
ゆ
く
と
き
知
識
人
に
よ
っ
て
疑
義
や
反
論
が
提
示
さ
れ
た
。
殊
に
儒
教
の
教
養
を
有
す
る
人

人
か
ら
死
後
も
存
続
す
る
不
滅
の
神
は
存
し
な
い
と
い
う
神
滅
諭
が
主
張
さ
れ
た
。
そ
の
神
滅
諭
は
、
自
己
の
信
ず
る
と
こ
ろ
に
従
っ

四

二
九
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ぱ
次
の
如
く
で
あ
る
。

最
初
期
の
教
団
は
～
西
域
出
身
の
外
国
沙
門
が
中
心
で
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
東
晉
に
な
る
と
佛
図
澄
・
道
安
ら
の
活
躍
で
中

国
人
の
出
家
者
も
増
え
、
社
会
的
に
無
視
し
看
過
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
為
政
者
に
よ
っ
て
種
々
の
制
限

が
設
け
ら
れ
る
程
に
な
っ
て
い
た
。
神
滅
論
は
こ
の
よ
う
な
国
家
政
策
上
の
理
由
を
背
景
と
し
て
出
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
佛

教
の
代
表
的
教
説
と
見
な
さ
れ
る
業
報
輪
廻
の
前
提
と
な
る
神
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
佛
教
を
陶
汰
し
よ
う
と
し
た
の
が
神
滅
論
者

の
内
に
秘
め
た
意
図
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
神
滅
論
は
単
な
る
教
理
に
ま
つ
わ
る
論
争
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
神
滅
説
が
儒
教
を

⑮
⑯

奉
ず
る
政
治
家
に
よ
っ
て
為
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
『
白
黒
論
』
の
慧
琳
、
「
達
性
諭
』
の
何
承
天
、

⑰

『
神
滅
諭
』
の
苑
槇
等
が
そ
の
例
で
あ
る
。
『
白
黒
論
』
は
散
快
し
て
い
る
が
、
慧
琳
そ
の
人
は
世
祖
孝
武
帝
に
重
ん
じ
ら
れ
た
と
伝

え
る
し
、
慧
琳
に
続
い
て
佛
教
を
弾
呵
し
た
何
承
天
は
衡
陽
の
太
守
で
あ
っ
た
。
ま
た
神
滅
論
者
の
中
で
も
蛾
も
影
響
力
の
あ
っ
た
苑

鎭
は
晉
安
の
太
守
を
勤
め
、
さ
ら
に
尚
吾
殿
中
郎
に
の
ぼ
り
＄
の
ち
中
書
郎
国
子
博
士
に
な
っ
た
人
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
神
滅
論
者
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
苑
槇
の
揃
調
を
み
て
み
よ
う
。
『
南
史
』
巻
五
十
七
に
よ
っ
て
そ
の
要
旨
を
述
令
へ
れ

乖
遣
海
》
ず
Ｃ
Ｃ

て
佛
家
に
疑
義
を
提
し
↑
真
意
を
質
す
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
別
な
意
図
或
い
は
背
景
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か

神
即
ち
形
な
り
、
形
即
ち
神
な
り
。
形
存
す
れ
ば
則
ち
神
存
し
、
形
謝
す
れ
ば
則
ち
神
滅
す
。
形
は
神
の
質
に
し
て
神
は
形
の
用

な
り
。
形
と
神
と
は
相
異
る
こ
と
を
得
ず
。
神
の
質
に
於
け
る
は
猶
お
利
の
刀
に
於
け
る
が
如
く
、
形
の
用
に
於
け
る
は
猶
お
刀

の
利
に
於
け
る
が
如
し
。
利
の
名
は
刀
に
あ
ら
ず
、
刀
の
名
は
利
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
り
而
し
て
利
を
捨
て
て
刀
は
無
く
、
刀

を
捨
て
て
利
無
し
。
未
だ
刀
没
し
て
利
存
す
る
こ
と
を
聞
か
ず
。
豈
に
形
亡
く
し
て
神
存
る
、
へ
け
ん
や

業
報
説
の
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容
と
神
滅
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こ
の
苑
槇
の
主
張
は
極
め
て
常
識
的
で
、
そ
れ
だ
け
に
一
般
に
対
し
説
得
力
に
富
む
。
だ
が
こ
れ
を
佛
教
の
正
し
い
理
解
に
立
っ
て

の
議
論
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
論
は
、
佛
教
を
信
奉
す
る
文
宣
王
蘓
子
良
と
佛
教
に
つ
い
て
対
論
し
た
が
、
意
見
の

対
立
を
解
く
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
『
神
滅
論
』
を
著
し
た
と
い
う
。
そ
れ
な
ら
ば
佛
教
に
つ
い
て
の
十
二
分
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

だ
が
為
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
彼
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
即
ち
苑
槇
の
意
図
は
、
佛
教
教
理
に
関
す
る
理
論
闘
争
と
い
う
よ
り
は
、
現

実
の
教
団
を
念
頭
に
お
い
て
の
論
な
の
で
あ
る
。
「
梁
書
』
巻
四
十
八
、
列
伝
第
四
十
二
に
苑
槇
の
伝
と
と
も
に
そ
の
箸
『
神
滅
論
』

を
収
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

間
う
て
曰
く
～
此
の
神
の
減
を
知
ら
ば
何
の
利
用
か
有
る
や

答
え
て
曰
く
、
浮
図
政
を
害
し
、
桑
門
俗
を
識
に
す
。
風
驚
き
霧
起
り
、
馳
蕩
休
ま
ず
。
吾
は
其
の
弊
を
哀
し
み
、
其
の
溺
を
猛

は
ん
こ
と
を
思
う
。
云
灸

⑱

と
述
令
へ
、
続
い
て
佛
教
教
団
の
非
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
苑
鎭
の
外
弟
で
あ
る
蘓
深
が
『
難
神
滅
論
』
を
著
し
た
。
そ
の
中
で

「
子
（
苑
鎭
）
云
く
、
釈
氏
は
俗
を
議
に
し
化
を
傷
り
、
貨
を
費
し
、
役
を
損
す
と
。
此
れ
惑
者
之
を
為
す
な
り
。
佛
の
尤
に
は
非
ざ

と
『
南
史
』
は
彼
の
所
論
を
載
せ
て
い
る
。
更
に
こ
の
論
出
で
て
の
ち
一
‐
朝
野
誼
詳
」
と
云
わ
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
に
そ
の
反
響
が

大
き
か
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
て
あ
る
。
苑
總
に
従
え
ば
、
形
は
神
の
質
で
、
神
は
形
の
用
で
あ
る
。
そ
れ
は
刀
身
と
そ
の
刀
の
切
る

と
い
う
は
た
ら
き
（
利
）
の
関
係
で
あ
っ
て
、
形
と
神
と
は
相
即
す
る
一
つ
の
も
の
の
両
面
で
あ
る
。
利
と
い
う
の
は
刀
そ
の
も
の
を

意
味
し
な
い
し
、
刀
は
利
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
利
（
切
る
と
い
う
は
た
ら
き
）
を
外
に
し
て
刀
は
な
く
、
ま
た
刀
を
外
に
し
て
利
は
な

い
。
こ
の
刀
と
利
と
の
関
係
と
同
様
に
、
肉
体
（
形
）
が
滅
ん
で
神
（
精
神
）
だ
け
残
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う

い
。
こ
の
元

の
で
あ
る
。
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⑲

る
な
り
。
佛
の
教
え
を
立
つ
る
や
、
本
以
っ
て
生
を
好
み
殺
を
悪
む
。
善
を
修
め
施
を
務
む
云
一
言
と
苑
槇
を
難
じ
、
佛
教
を
弁
護
し

て
い
る
。
だ
が
実
際
に
は
当
時
の
教
団
は
潅
大
な
数
に
増
え
、
国
政
を
圧
迫
す
る
程
に
な
っ
て
い
た
。
真
剣
な
求
道
心
か
ら
出
家
す
る

も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
中
に
は
教
団
に
属
す
る
こ
と
に
よ
り
租
税
や
儒
役
か
ら
遁
れ
る
た
め
に
出
家
す
る
も
の
も
多
か
っ
た
。

⑳

梁
武
帝
の
『
断
酒
肉
文
』
に
よ
れ
ば
魚
肉
を
喰
い
、
酒
を
飲
み
、
甘
味
豊
饒
に
飽
き
、
行
乞
を
軽
ん
ず
る
僧
尼
が
あ
っ
た
と
い
う
。
又

多
く
の
寺
院
の
建
立
は
経
済
生
活
に
甚
大
な
関
係
を
持
つ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
う
し
た
教
団
の
実
態
は
、
為
政
者
か
ら
す
れ
ば
何

よ
り
も
経
済
・
治
安
・
軍
事
な
ど
の
面
か
ら
看
過
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
問
題
で
あ
っ
た
。

儒
教
の
治
国
済
民
を
信
ず
る
苑
纐
は
、
こ
の
堕
落
し
た
佛
教
を
排
除
す
る
の
に
、
当
時
佛
教
の
代
表
的
教
説
と
考
え
ら
れ
て
い
た
三

世
業
報
説
に
焦
点
を
当
て
た
の
で
あ
る
。
彼
の
論
は
形
式
的
に
は
形
神
倶
滅
の
立
場
に
立
ち
神
の
不
滅
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
力
点
を

置
く
が
、
そ
の
実
は
佛
教
の
不
当
を
鳴
ら
し
排
佛
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
滅
論
は
同
時
に
排
佛
論
な
の
で
あ
る
。
神
を
め
ぐ
る

議
論
の
よ
う
で
あ
る
が
、
実
は
儒
家
、
殊
に
政
治
に
か
か
わ
る
人
々
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
排
佛
諭
が
所
謂
神
減
肺
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
苑
槇
は
単
に
現
実
教
団
の
堕
落
の
み
を
と
り
あ
げ
て
排
佛
を
主
張
し
た
の
か
。
彼
の
心
に
は
常
に
中
華
意
識
が
は
た
ら
い

て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中
華
意
識
は
具
体
的
に
は
儒
教
の
根
本
で
あ
る
孝
の
問
題
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
『
神
滅
諭
』
の
中

で
は
、
佛
は
戎
神
で
あ
る
と
か
、
出
家
の
父
母
妻
子
を
棄
て
る
の
は
不
孝
で
あ
る
等
の
こ
と
を
言
わ
な
い
。
だ
が
苑
槇
が
『
難
神
滅
諭
』

の
著
者
曹
思
文
に
答
え
た
一
文
の
中
に
、

子
貢
死
し
て
知
有
る
と
問
え
ば
、
仲
尼
曰
く
、
吾
、
死
し
て
知
あ
り
と
言
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
孝
の
子
は
生
を
軽
ん
じ
て
以

っ
て
死
に
殉
ぜ
ん
。
吾
、
死
し
て
知
無
し
と
言
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
則
ち
不
孝
の
子
は
棄
て
て
葬
ら
ざ
ら
ん
と
。
子
路
鬼
神
に
事

⑳

え
ん
こ
と
を
問
え
ば
、
そ
れ
子
は
云
く
、
未
だ
人
に
事
う
る
こ
と
能
は
ず
、
焉
ぞ
能
く
鬼
に
事
え
ん
や
、
と
。
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こ
れ
に
対
し
て
佛
教
徒
は
神
不
滅
論
を
以
っ
て
対
抗
し
た
。
神
滅
論
が
神
の
存
続
を
否
定
し
、
三
世
業
報
を
認
め
ぬ
以
上
、
佛
教
徒

は
三
世
輪
廻
説
を
守
る
為
に
神
の
不
滅
を
説
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
無
常
・
無
我
を
建
前
と
し
常
住
な
存
在
を
認
め

な
い
佛
教
が
何
故
に
不
滅
の
神
を
説
く
の
か
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
が
、
一
つ
に
は
佛
教
の
入
門
と
し
て
一
般
大
衆
に

呼
び
か
け
る
便
法
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
二
つ
に
は
因
果
律
の
上
か
ら
善
を
為
す
こ
と
に
よ
り
幸
福
を
得
、
悪
を
行
う
こ
と
に
よ
り
苦
を

受
け
る
と
い
う
公
正
な
果
報
の
要
求
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
こ
の
公
正
な
因
果
が
乱
れ
た
よ
う
に
見
え
る
時
が
あ
る
。
そ
こ
で
三
世

に
わ
た
る
神
を
説
き
、
果
報
も
三
世
に
わ
た
っ
て
果
遂
さ
れ
る
と
説
く
こ
と
に
よ
り
あ
る
種
の
不
満
を
和
ら
げ
、
不
合
理
を
正
そ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
神
不
滅
論
者
の
慧
遠
が
、
『
三
報
論
』
を
著
し
、
そ
の
著
述
の
動
機
を
「
俗
人
が
善
悪
に
は
現
報
無
し
と
疑
う
に

⑳

因
っ
て
作
る
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
宗
炳
も
「
明
佛
論
」
に
「
積
善
余
慶
積
悪
余
映
と
称
し
、
而
も
顔
再
の

⑳

天
疾
す
る
が
如
き
あ
り
て
理
通
す
ぺ
か
ら
ず
」
と
い
う
。
世
人
に
と
っ
て
顔
回
や
再
伯
牛
は
す
ぐ
れ
た
聖
人
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
三
十
そ
こ
そ
こ
で
若
死
す
る
の
は
因
果
律
、
道
徳
律
の
上
か
ら
い
か
に
も
不
合
理
で
説
明
の
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ

こ
れ
は
各
々
『
説
苑
」
弁
物
篇
と
「
論
語
』
先
進
と
の
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
引
き
「
適
言
》
｜
以
鬼
享
諺
之
、
何
故
不
し
許
｜
｜
其
事
｝
耶
。

０
０
０
０
○
Ｏ

死
而
有
し
知
軽
レ
生
以
殉
是
也
」
と
い
う
。
知
も
鬼
も
広
義
の
「
神
」
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
死
し
て
知
（
神
）
あ
れ
ば
、
即
ち
神
不

滅
で
あ
る
な
ら
生
を
軽
ん
じ
て
し
ま
う
。
従
っ
て
現
世
に
於
い
て
「
孝
」
を
全
う
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
こ
れ
は
中
国
伝
統
思
想
で
あ

る
儒
教
の
教
え
に
背
く
も
の
で
あ
る
。
現
世
の
孝
を
重
ん
ず
る
儒
家
の
苑
鎭
が
佛
教
の
三
世
業
報
を
認
め
る
は
ず
は
な
い
。
か
か
る
点

か
ら
苑
槇
は
神
滅
論
即
ち
排
佛
論
を
為
す
の
で
あ
る
。

五
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れ
に
応
え
る
に
神
の
不
滅
を
以
っ
て
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が
佛
教
徒
は
自
ら
積
極
的
に
神
不
滅
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
神
滅
諭
の
駁
論
と
し
て
で
あ
っ
た
。
神
不
滅
論
が

あ
っ
て
神
滅
説
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
く
、
神
滅
論
の
反
駁
と
し
て
神
不
滅
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
慧
遠
の
形
尽
神
不
滅
篇
は
形
を

離
れ
神
が
存
す
る
こ
と
を
疑
う
者
に
対
し
て
出
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
宗
炳
の
『
明
佛
諭
』
も
亦
世
間
の
神
滅
諭
に
対
す
る
駁
論
で
あ
っ

⑳
⑮

た
。
僧
含
の
『
神
不
滅
論
』
は
『
無
三
世
論
』
の
著
者
に
対
し
、
竺
僧
敷
の
『
神
無
形
論
』
は
異
学
の
徒
に
対
す
る
駁
論
で
あ
っ
た
。

梁
武
帝
の
そ
れ
も
同
様
で
あ
っ
た
。

し
か
ら
ぱ
神
不
滅
論
者
は
如
何
な
る
方
法
で
神
滅
論
に
対
応
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
方
法
は
、
一
つ
は
神
の
意
味
を
拡
大
解
釈

す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
一
つ
は
、
中
国
古
典
の
中
か
ら
三
世
業
報
に
類
す
る
記
載
を
尋
ね
、
神
滅
論
者
の
依
り
所
を
逆
用
す
る
方
法

で
あ
っ
た
。
第
一
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
神
は
時
と
し
て
鬼
神
で
あ
っ
た
り
、
魂
塊
で
あ
っ
た
り
、
或
い
は
佛
性
、
如
来
蔵
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
時
々
で
自
由
に
解
釈
さ
れ
る
。
第
二
の
方
法
で
は
、
古
典
の
祖
先
の
祭
礼
に
関
す
る
記
事
や
、
鬼
神
の
記
事

の
中
に
も
三
世
業
報
の
意
味
を
見
出
し
、
神
不
滅
の
証
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
種
の
格
義
で
あ
り
、
佛
教
思
想
の
理
論
的

根
拠
を
中
国
古
典
に
求
め
る
の
で
あ
る
か
ら
佛
教
と
儒
教
と
の
調
和
一
致
説
と
な
る
。
佛
教
徒
は
儒
教
に
対
し
て
は
一
種
の
調
和
を
求

め
る
が
、
道
教
に
対
し
て
は
こ
れ
を
排
斥
す
る
。
儒
教
は
中
国
古
代
よ
り
人
心
に
深
く
根
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
対
す
る

こ
と
は
不
利
で
あ
る
。
佛
教
が
儒
教
と
一
致
調
和
し
た
か
ら
と
云
っ
て
～
儒
教
は
世
間
主
義
で
宗
教
的
要
素
に
欠
け
る
の
で
佛
教
の
教

義
に
は
何
ら
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。
又
、
論
争
す
る
時
、
自
己
の
よ
り
所
で
あ
る
佛
教
の
経
諭
を
材
料
と
し
て
論
を
進
め
て

は
相
手
を
説
得
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
そ
こ
で
相
手
と
共
通
の
中
国
古
典
に
準
拠
し
て
の
議
論
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宗
炳
の
『
明

佛
論
』
な
ど
こ
の
方
法
の
好
例
で
あ
る
。
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神
不
滅
論
の
論
旨
を
整
理
す
れ
ば
大
体
こ
の
両
様
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
梁
武
帝
の
神
不
滅
の
論
調
に
こ
の
両
様

の
方
法
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
武
帝
に
は
法
雲
は
じ
め
王
公
朝
貴
の
意
見
を
求
め
、
自
ら
撰
し
た
『
勅
答
臣
下
神
滅
論
』
が
あ
る
。
ま

た
『
弘
明
集
』
に
は
、
彼
の
佛
性
に
関
す
る
見
解
を
述
べ
た
『
立
神
明
成
佛
義
記
』
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
は
そ
の
標
題
の
通

り
佛
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
佛
教
徒
を
刺
激
し
て
止
ま
な
か
っ
た
苑
槇
の
神
滅
論
に
対
す
る
反
駁
と
し
て
書
か
れ
た
も

⑳

の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
書
は
成
佛
の
根
拠
即
ち
人
間
の
佛
性
に
つ
い
て
説
く
。
そ
し
て
佛
性
を
、
人
の
神
が
連
続
し
不
滅
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
上
で

論
証
し
よ
う
と
す
る
。
若
し
人
に
佛
性
が
あ
り
、
成
佛
が
可
能
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
神
が
不
滅
で
あ
る
た
め
で
、
神
が
減
す
れ
ば
佛

性
も
減
せ
ざ
る
を
得
ぬ
と
い
う
。
要
す
る
に
『
立
神
明
成
佛
義
記
』
は
、
武
帝
の
佛
性
論
で
あ
る
と
同
時
に
神
不
滅
論
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
書
に
よ
っ
て
し
ば
ら
く
神
不
滅
論
者
の
代
表
と
し
て
梁
武
帝
の
所
論
を
概
観
し
よ
う
。
ま
ず
『
立
神
明
成
佛
義
記
』

か
ら
検
討
す
る
。
従
来
、
こ
の
論
争
は
形
と
神
と
の
一
異
が
論
点
の
中
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
武
帝
は
こ
こ
で
新
た
に
体
用
の
論
理
を

用
い
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
即
ち
神
（
心
）
に
つ
い
て
性
（
体
）
と
用
と
を
分
け
、
神
の
本
性
は
不
滅
で
、
心
の
作
用
に
神
明
と

無
明
と
が
あ
る
と
い
う
。
心
は
常
に
生
滅
を
繰
り
返
す
、
刹
那
も
止
ま
る
も
の
で
な
い
。
し
か
し
若
し
心
に
そ
の
よ
う
な
興
廃
変
化
が

あ
る
な
ら
、
成
佛
の
可
能
性
が
無
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
心
に
生
滅
興
廃
が
あ
る
の
は
、
心
の
境
に
対
す
る
作
用
に
お
い
て
で
あ
る
。
経

⑳

に
も
「
若
与
二
煩
悩
諸
結
一
倶
者
、
名
為
二
無
明
↓
若
与
二
一
切
善
法
一
倶
者
、
名
し
之
為
し
明
」
と
い
う
通
り
で
あ
る
。
心
の
用
に
は
生
滅

興
廃
が
あ
る
が
、
心
の
本
性
（
体
）
に
は
変
化
が
な
く
不
滅
で
あ
る
。
こ
の
不
滅
の
心
（
神
）
こ
そ
が
成
佛
の
根
拠
で
あ
る
と
し
て
次

の
如
，
く
い
』
フ
ｃ

経
云
、

詞

心
為
二
正
因
一
終
成
二
佛
果
↓
又
云
↑
若
無
明
転
則
変
成
し
明
。
案
一
一
此
経
意
一
理
如
レ
可
し
求
、
何
者
夫
心
為
二
用
本
｛
本
二
叩

二
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観
二
三
聖
設
戸
教
、
皆
云
｝
｜
不
滅
《
其
文
浩
博
難
レ
可
二
具
載
↓
止
挙
ニ
ニ
事
一
試
以
為
し
言
。
祭
義
云
、
惟
孝
子
為
二
能
響
遍
親
。
礼
運
云
＄

⑳

三
日
斎
必
見
し
所
し
祭
。
若
謂
響
し
非
二
所
饗
具
見
レ
非
二
所
見
（
違
レ
経
背
レ
親
言
誠
可
レ
息
、
神
滅
之
論
朕
所
し
未
し
詳

こ
れ
は
先
の
『
立
神
明
成
佛
義
記
』
と
は
異
な
り
＄
佛
典
を
引
か
ず
外
典
に
準
拠
し
論
を
進
め
て
い
る
。
「
礼
記
』
祭
義
の
文
や
、
『
礼

記
」
礼
運
（
礼
運
に
は
こ
の
文
は
無
い
。
郊
特
性
の
文
か
）
を
引
い
て
神
不
滅
の
証
拠
と
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
祖
先
の
祭
礼
に
関

す
る
記
事
で
あ
り
、
そ
こ
に
三
世
に
亙
る
神
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
「
孟
珂
有
云
、
人
之
所
し
知
不
修
如
二
人
之
所
諺
不
レ
知
、

⑳

信
哉
」
と
、
孟
子
を
利
用
し
自
己
の
所
論
の
瀝
拠
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
神
不
滅
の
証
を
中
国
古
典
の
中
に
求
め
て
い
る
。

古
典
に
祖
先
の
祭
礼
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
神
の
連
続
不
滅
を
認
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
中
国
古
典
に
於
て
も
佛
教
の

三
世
業
報
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
こ
そ
神
不
滅
論
者
の
常
套
で
あ
っ
た
。
『
職
道
論
』
の
孫
紳
は
「
古
今
禍
福
の
証
を

⑪

歴
観
す
る
に
皆
由
縁
あ
り
」
と
為
し
『
左
伝
』
『
列
異
記
』
な
ど
の
古
典
か
ら
死
者
報
生
の
記
事
を
求
め
神
の
不
滅
を
明
か
そ
う
と
し

⑫

て
い
る
。
鄭
道
子
も
宗
炳
も
同
じ
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
宗
炳
の
如
き
は
「
孔
老
如
来
錐
二
三
訓
殊
っ
路
、
而
習
レ
善
共
似
轍
」
と
い
う
。

業
報
説
の
受
容
と
神
滅
不
滅
二
九
九

⑱

用
殊
、
殊
用
自
有
二
興
廃
《
一
本
之
性
不
し
移
、
一
本
者
即
無
明
神
明
也

心
は
対
境
に
よ
り
無
明
、
神
明
の
別
が
あ
り
、
生
滅
す
る
が
、
そ
れ
は
心
の
用
で
、
心
の
本
で
あ
る
心
性
（
神
）
は
不
移
不
滅
で
あ
る
。

無
明
と
神
明
と
を
併
せ
有
す
る
心
（
神
）
を
不
滅
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
不
滅
の
心
の
上
に
成
佛
の
根
拠
を
見
出
す
の
で
あ

る
。
従
っ
て
こ
の
神
と
は
結
局
佛
性
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
述
べ
た
第
一
の
方
法
で
、
浬
樂
経
に
よ
っ
て
心
（
神
）

を
佛
性
と
解
し
、
そ
の
不
滅
を
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
武
帝
は
こ
れ
と
は
全
く
異
る
方
法
で
神
の
不
滅
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
『
勅
答
臣
下
神
滅
論
』
の
中
に
お

い

て



こ
れ
は
先
に
言
っ
た
第
二
の
方
法
で
、
三
世
業
報
・
神
不
滅
を
佛
典
に
よ
っ
て
論
証
す
る
の
で
は
な
く
、
自
明
の
こ
と
と
し
、
中
国
古

典
に
そ
れ
に
類
す
る
記
載
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
足
る
と
し
て
い
る
。
神
滅
論
す
な
わ
ち
排
佛
論
に
対
す
る
に
佛
教
徒
の
と
る
態
度
は
大
抵

右
の
よ
う
な
儒
佛
一
致
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
伝
統
思
想
に
立
っ
て
の
排
佛
諭
に
応
え
る
の
に
、
佛
典
の
中
だ
け
で
解
答
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ず
、
同
じ
基
盤
で
争
う
時
、
ど
う
し
て
も
古
典
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
神
の
減
不
滅
の
論
争
は
、
佛
教
の
業
報
説
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
佛
教
徒
は
儒
佛
一
致
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
解
決
を

見
出
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
格
義
佛
教
を
脱
し
、
独
自
な
中
国
佛
教
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
歩
み
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

は
、
こ
の
論
争
が
教
理
に
名
を
か
り
な
が
ら
、
そ
の
実
は
排
佛
と
そ
の
弁
護
と
い
う
性
格
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
論
争
の

問
題
点
自
体
は
、
佛
教
思
想
の
理
解
が
深
ま
る
に
従
っ
て
自
ら
解
消
さ
れ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
佛
性
の
理
論
と
浄
土
教
の
転

⑬

生
往
生
説
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
て
し
ま
う
。

要
す
る
に
三
世
業
報
説
は
↑
佛
教
伝
来
の
初
期
か
ら
佛
教
を
代
表
す
る
教
説
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
、
六
朝
の
士
大
夫
等
の
精
神
生

活
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
又
業
報
に
ま
つ
わ
る
論
争
も
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
だ
が
業
報
説
は
、
中
国
佛
教
の
精
華
で
あ
る
晴
唐
の

佛
教
で
は
そ
の
主
流
に
留
ま
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
佛
教
の
入
門
的
な
教
説
に
す
ぎ
ず
、
三
界
内
の
果
報
を
得
る
教
え
で

⑭

あ
る
と
し
て
「
人
天
教
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
に
至
る
。
だ
が
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
佛
教
は
業
報
・

輪
廻
を
説
く
が
、
そ
れ
を
人
間
の
宿
命
と
し
て
諦
観
す
る
の
で
は
な
い
。
三
世
の
業
報
輪
廻
を
超
克
し
、
解
脱
へ
の
道
を
説
く
の
が
佛

教
の
基
本
的
立
場
だ
か
ら
で
あ
る
。

①註

津
田
左
右
吉
「
道
家
の
思
想
と
そ
の
展
開
」
第
四
篇
第
二
章
養
生
説
と
生
死
観
な
ど
参
照
。

三
○
○



／
ｌ
、
〃
非
鵬
Ｖ
Ｍ
や
Ｌ
一
三
胴
、
弓
奔
８
－

⑩
魏
書
巻
百
三
十
、
塚
本
善
隆
「
魏
書
釈
老
志
の
研
究
」
九
七
頁
以
下
参
照
。

⑪
出
三
蔵
記
集
巻
十
五
慧
遠
法
師
伝
（
大
正
五
五
・
一
○
九
Ｃ
）
及
び
高
僧
伝
巻
六
（
大
正
五
○
・
三
五
八
Ｃ
ｌ
三
五
九
ａ
）
・

＠
宮
川
尚
志
「
六
朝
史
研
究
宗
教
篇
」
一
四
頁
参
照
。

⑬
毘
摩
羅
詰
提
経
序
（
出
三
蔵
記
集
巻
八
大
正
五
五
・
五
九
ａ
）
。

⑭
塚
本
善
隆
「
魏
害
釈
老
志
の
研
究
」
一
○
三
頁
。

⑮
慧
琳
の
伝
記
は
、
高
僧
伝
巻
七
釈
道
淵
伝
（
大
正
五
○
・
三
六
九
ａ
）
参
照
。
高
僧
伝
で
は
世
祖
孝
武
帝
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
と
伝
え
る
が
、

史
巻
三
四
顔
延
之
の
伝
に
は
「
沙
門
菩
琳
才
学
を
以
っ
て
文
帝
に
賞
せ
ら
る
」
と
い
い
、
太
祖
文
帝
と
な
す
。

⑯
宋
書
巻
六
十
四
、
南
史
巻
三
十
三
参
照
。

⑰
梁
書
巻
四
十
八
、
南
史
巻
五
十
七
参
照
。

業
報
説
の
受
容
と
神
滅
不
滅
三
○
一

役
、
為
損
国
吟

⑦
③
を
参
照
。

③
広
弘
明
集
畔

９
受
菟
沮
髻
皿

②
中
村
元
「
東
洋
人
の
思
惟
方
法
」
（
選
集
第
二
巻
一
三
四
頁
等
）
参
照
。

③
牟
子
の
活
躍
年
代
に
就
い
て
は
学
界
に
異
説
が
あ
り
一
定
で
な
い
・
今
は
漢
末
と
し
て
考
え
る
。
「
理
惑
論
」
は
、
弘
明
集
巻
一
（
大
正
五
二
・

一
ｂ
’
七
ａ
）
所
収
。
そ
の
要
約
は
西
順
蔵
「
佛
教
と
中
国
思
想
」
（
講
座
佛
教
Ⅳ
所
収
）
を
参
照
し
た
。

④
弘
明
集
後
序
（
大
正
五
二
・
九
五
ａ
）
。

⑤
柚
超
慧
日
「
中
国
佛
教
に
於
け
る
大
乗
思
想
の
興
起
」
（
「
中
国
佛
教
の
研
究
」
所
収
）
等
参
照
。

⑥
広
弘
明
集
巻
三
（
大
正
五
二
・
一
○
七
ｂ
）
所
収
。
顔
氏
家
訓
巻
五
帰
心
篇
に
次
の
如
く
い
う
。
俗
之
読
者
大
抵
有
五
。
其
一
以
世
界
外
事
及

神
化
無
方
、
為
迂
誕
也
。
其
二
以
吉
凶
禍
福
或
末
報
応
、
為
欺
証
也
。
其
三
以
僧
尼
行
業
不
精
純
、
為
姦
匿
心
也
。
其
四
以
喋
費
金
宝
減
耗
課

役
、
為
損
国
也
。
其
五
以
縦
有
因
縁
、
如
報
善
悪
、
安
能
辛
苦
今
日
之
甲
、
利
後
世
之
乙
乎
為
異
人
也
。

広
弘
明
集
巻
一

後
漢
記
巻
十
。

（
大
正
五
二
・
三
Ｃ
）
。

一グー＝

岡



三
○
二

⑬
弘
明
集
巻
九
の
粛
深
の
難
神
滅
論
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

⑲
弘
明
集
巻
九
（
大
正
五
二
・
五
七
Ｃ
）
。

⑳
広
弘
明
集
巻
二
十
六
（
大
正
五
二
・
二
九
四
ｃ
）
。

④
弘
明
集
巻
九
（
大
正
五
二
・
五
九
ａ
ｂ
）
。

、
弘
明
集
巻
五
（
大
正
五
二
・
三
四
ｂ
）
。

⑳
弘
明
集
巻
二
（
大
正
五
二
・
一
四
Ｃ
）
・

＠
高
僧
伝
巻
七
（
大
正
五
○
・
三
七
○
ｂ
）
。

⑳
高
僧
伝
巻
五
（
大
正
五
○
・
三
五
五
ｂ
）
。
大
唐
内
典
録
巻
三
（
大
正
五
五
・
二
四
八
ｃ
）

⑳
湯
用
形
「
漢
魏
両
晉
南
北
朝
佛
教
史
」
第
十
七
章
南
方
浬
喋
佛
性
諸
説
、
及
び
森
三
樹
三
郎
「
梁
の
武
帝
」
参
照
。

⑳
⑳
弘
明
集
巻
九
（
大
正
五
二
・
五
四
ｂ
Ｃ
）
。

⑳
⑳
弘
明
集
巻
十
（
大
正
五
二
・
六
○
ａ
）
・

＠
弘
明
集
巻
三
（
大
正
五
二
・
一
六
Ｃ
）
・

＠
弘
明
集
巻
二
（
大
正
五
二
・
一
二
ａ
）
。

⑬
梶
山
雄
一
「
慧
遠
の
報
応
説
と
神
滅
不
滅
論
」
（
「
慧
遠
研
究
研
究
篇
」
所
収
）
・

＠
例
え
ば
宗
密
の
「
原
人
論
」
斥
偏
浅
第
二
（
大
正
四
五
・
七
○
八
ｃ
）
に
人
天
教
を
説
明
し
「
一
に
は
、
佛
、
初
心
人
の
為
に
、
し
ば
ら
く
三

世
の
業
報
、
善
悪
の
因
果
を
説
く
」
と
い
う
。
人
天
教
に
つ
い
て
は
湯
用
形
「
漢
魏
両
晉
南
北
朝
佛
教
史
」
八
二
頁
以
下
参
照
。


