
さ
て
、
現
在
の
歴
史
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
、
コ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
（
○
○
冨
冒
四
段
目
目
昇
冨
）
太
子
の
上
に
正
覚
が
開
発
せ

ら
れ
た
の
は
、
ブ
ダ
ガ
ヤ
ー
（
国
ロ
目
品
亀
騨
）
に
お
け
る
太
子
の
三
五
歳
四
月
一
五
日
、
満
月
の
夜
の
明
け
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

佛
陀
は
そ
の
正
覚
の
内
容
を
何
と
か
し
て
人
為
に
も
伝
え
て
、
人
々
も
そ
の
境
地
に
到
達
し
て
も
ら
い
た
い
と
苦
慮
せ
ら
れ
、
梵
天
の
説

佛
身
論
に
つ
い
て
は
、
昨
年
の
秋
、
京
都
大
学
哲
学
会
発
行
の
「
哲
学
研
究
」
誌
上
で
、
長
尾
雅
人
名
誉
教
授
が
「
佛
身
論
を
め
ぐ
り

て
」
と
題
し
て
、
宗
教
学
的
な
立
場
を
基
本
と
し
て
、
広
汎
に
、
ま
た
委
細
に
究
明
し
て
い
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
に
私
が
蛇
足
を
加
え
る

必
要
も
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
今
は
「
佛
身
観
の
思
想
史
的
展
開
」
と
い
う
面
か
ら
若
干
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

佛
身
観
の
思
想
史
的
展
開

本
稿
は
、
昨
年
九
月
十
二
日
、
日
本
学
士
院
で
「
報
身
佛
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
述
べ
た
も
の
を
、
後
十
月
十
三
日
、

大
谷
大
学
の
開
学
記
念
式
に
「
佛
身
観
の
思
想
史
的
展
開
」
と
題
し
て
、
若
干
補
訂
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
学

士
院
紀
要
第
三
十
巻
第
三
号
に
は
「
佛
身
観
の
思
想
史
的
展
開
」
の
題
で
掲
載
さ
れ
た
。

｜
佛
陀
に
お
け
る
生
身
と
法
身

山

口

益

1



法
勧
請
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
始
め
て
伝
道
の
旅
に
出
ら
れ
た
。
そ
し
て
シ
ヅ
ダ
ー
ル
タ
と
共
に
す
で
に
出
家
求
道
を
始
め
て
い
た
五

人
の
旧
友
・
比
丘
を
求
め
て
、
鹿
野
苑
（
房
君
鼻
四
口
口
旨
芦
盟
尉
冒
）
に
到
り
、
説
法
を
開
陳
し
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
、

①

五
人
の
旧
友
・
比
丘
た
ち
は
佛
陀
に
対
し
て
〃
友
よ
″
と
呼
び
か
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
律
の
旨
凹
冨
ぐ
Ｐ
開
四
・
（
大
品
）
の
記
述
に
よ
れ

ば
、
佛
陀
は
五
人
の
比
丘
に
対
し
て
、

「
比
丘
た
ち
よ
、
如
来
を
、
名
前
を
も
っ
て
、
或
い
は
〃
友
よ
″
と
の
語
に
よ
っ
て
、
話
し
か
け
て
は
な
ら
な
い
」

と
提
言
し
て
、
そ
の
説
法
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
自
か
ら
を
「
如
来
を
」
と
言
い
切
っ
て
い
ら
れ
る
処
に
は
、
佛
陀
は
判
然
と
、

自
分
は
す
で
に
迷
妄
の
世
界
を
超
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
態
度
で
い
ら
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
佛
陀
は
、
人
間
と

し
て
の
佛
陀
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
れ
は
す
で
に
証
悟
の
世
界
に
立
っ
て
、
物
を
言
い
切
っ
て
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

佛
陀
が
そ
の
在
世
に
お
い
て
、
生
身
の
佛
陀
で
あ
っ
た
か
、
法
身
の
佛
陀
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
佛
身
観
展
開
の
上
で
常
に

笥
題
と
な
る
処
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
大
品
」
の
上
に
示
さ
れ
て
い
る
処
で
は
、
佛
陀
は
生
身
に
し
て
ま
た
同
時
に
法
身
で
あ
っ
た
、
と

問
題
と
な
る
処
で
あ
ろ
う
が
、

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う

佛
陀
の
上
に
そ
の
正
覚
が
開
発
せ
ら
れ
た
契
機
は
、
佛
陀
に
正
覚
の
開
発
せ
ら
れ
る
前
夜
の
初
夜
・
中
夜
・
後
夜
の
経
過
の
中
で
、
太

②

子
が
縁
起
の
理
法
を
繰
り
返
え
し
繰
り
返
え
し
思
惟
観
察
せ
ら
れ
た
の
に
由
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
佛
伝
は
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
縁
起

の
理
法
・
縁
起
の
道
理
に
対
し
て
は
、
佛
陀
は
瘻
々
、

「
こ
の
縁
起
の
法
・
道
理
は
、
そ
の
法
を
覚
証
す
る
如
来
が
世
に
出
て
も
出
な
く
と
も
常
住
で
あ
り
、
法
住
（
ま
こ
と
と
し
て
定
ま

っ
て
い
る
も
の
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
真
如
で
あ
り
、
不
顛
倒
で
あ
る
」

と
述
令
へ
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
縁
起
の
道
理
を
身
証
し
て
如
来
と
な
っ
て
い
ら
れ
た
佛
陀
は
、
生
身
の
域
を
超
え
て
、
法
身

の
域
に
住
せ
ら
れ
た
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
佛
陀
は
五
比
丘
に
向
っ
て
明
言
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
真
如
の
域
に
到
達
し

③

て
い
ら
れ
る
如
去
（
３
房
鋤
‐
盟
冨
）
で
あ
り
、
従
っ
て
法
身
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
縁
起
無
我
の
道
理
を
身
証
し
て
い
ら
れ
た
佛
陀
に
は

２



尤
も
、
西
洋
の
実
証
的
宗
教
史
観
を
考
慮
す
る
と
き
は
、
佛
陀
の
在
世
及
び
滅
後
の
弟
子
た
ち
が
佛
陀
に
対
す
る
絶
対
無
限
な
尊
敬
を

致
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
尊
敬
は
、
神
に
対
す
る
畏
敬
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
偏
え
に
人
間
と
し
て
の
偉
大
な
先
輩
・
先
駆

者
に
対
す
る
尊
敬
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
佛
在
世
の
時
期
に
あ
っ
て
、
弟
子
た
ち
の
間
で
は
、
超
人
間
的
な
神
、
世
界
創
造

も
の
で
な
い
か
と
お
も
う
。

同
じ
く
一
如
に
乗
じ
て
ぞ
」

と
、
讃
じ
ら
れ
る
よ
う
な
十
方
法
界
に
遊
戯
す
る
法
身
佛
の
気
晩
を
吐
露
し
て
い
ら
れ
る
も
の
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
、
コ
ー

タ
マ
・
シ
ャ
ヵ
ム
ニ
に
お
い
て
、
生
身
の
佛
が
法
身
の
佛
と
一
如
に
お
い
て
ま
し
ま
し
た
こ
と
を
偲
ば
せ
し
め
ら
れ
る
。

⑤

シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
教
授
は
、
佛
滅
後
四
・
五
百
年
を
経
た
後
の
時
代
に
、
佛
陀
の
道
弟
た
ち
が
、
西
域
の
荒
涼
た
る
沙
漠
を
倣
渉

し
＄
険
峻
な
山
野
を
乗
り
越
え
、
身
命
を
賭
し
て
中
国
へ
伝
道
の
旅
に
出
て
行
っ
た
か
の
不
惜
身
命
の
壮
挙
を
、
言
葉
を
尽
し
て
讃
美
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
「
生
身
の
佛
陀
と
法
身
の
佛
陀
と
の
一
味
性
」
を
敢
え
て
偲
ぼ
う
と
す
る
佛
身
史
観
を
展
開
し
よ
う
と
す
る

佛
陀
は
前
述
し
た
「
佛
が
世
に
出
て
も
出
な
く
と
も
縁
起
の
道
理
は
常
住
で
あ
る
」
と
す
る
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
、
自
か
ら
が
正

覚
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
心
情
を
吐
露
し
て
い
ら
れ
る
。

「
わ
た
し
は
古
え
の
聖
者
た
ち
が
歩
ま
れ
た
そ
の
道
を
歩
ん
だ
の
に
過
ぎ
な
い
。
恰
も
そ
れ
は
、
白
々
磑
々
た
る
雪
の
降
っ
た
平
原

に
鹿
の
歩
ん
だ
足
跡
が
点
々
と
し
て
続
い
て
い
る
、
そ
の
足
跡
に
従
っ
て
歩
い
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」

４と
。
そ
こ
に
佛
陀
に
あ
っ
て
は
、
彼
以
前
の
過
去
に
過
去
七
佛
が
在
世
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
り
、
将
来
に
お
い
て
も
、
メ
ッ
シ
ャ
と
し
て

の
弥
勒
佛
が
将
来
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
物
語
り
、
親
鶯
の
浄
土
和
讃
に
、

真
理
は
自
分
の
手
許
に
だ
け
あ
っ
て
他
に
は
な
い
の
だ
と
い
う
如
き
、
我
の
思
想
が
底
に
動
く
真
理
の
独
占
者
た
る
跡
は
更
を
見
当
ら
な

い
○

「
十
方
三
世
の
無
量
慧

３



者
と
し
て
の
全
知
全
能
の
神
、
人
間
を
支
配
し
罰
す
る
神
な
ど
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
そ
の
観
念
は
否
認
さ
れ
な
い
ま
で
も
、
余
り
重
き

を
な
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
佛
陀
は
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
、
た
だ
偉
大
な
先
輩
で
あ
り
、
師
匠
で
は
あ
っ
た
が
、
予
言
者
的
な
権
威

者
で
も
な
く
、
教
団
の
統
率
者
で
す
ら
な
か
っ
た
。
教
団
が
分
裂
す
る
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
さ
え
、
佛
陀
は
勧
告
者
と
い

う
分
限
を
超
え
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
佛
陀
は
、
弟
子
た
ち
に
対
し
て
は
偏
え
に
人
間
と
し
て
接
し
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
但
、

く
れ
た
弟
子
た
ち
が
佛
陀
の
亡
き
あ
と
に
、
誰
を
師
と
し
て
仰
ぐ
ゞ
へ
き
か
を
問
う
た
と
き
に
、
佛
陀
は
、

「
自
か
ら
を
灯
明
と
し
、
自
か
ら
を
依
り
ど
こ
ろ
と
し

法
を
灯
明
と
し
、
法
を
依
り
ど
こ
ろ
と
せ
よ
」

或
い
は
、「

わ
が
亡
き
後
は
、
わ
が
説
い
た
法
と
律
と
が
、
あ
な
た
が
た
の
師
と
な
ろ
う
」

と
告
げ
た
。
こ
こ
に
佛
陀
の
肉
体
は
浬
藥
に
お
い
て
滅
び
た
け
れ
ど
も
残
さ
れ
た
法
は
永
遠
で
あ
る
。
法
こ
そ
が
師
で
あ
る
と
い
う
信
仰

６が
造
弟
た
ち
の
間
に
動
い
て
き
た
。
こ
こ
に
生
身
と
し
て
の
佛
陀
が
、
法
身
と
し
て
見
ら
れ
る
根
源
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
実
証
的
宗
教

史
観
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
傾
向
を
と
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

直
前
に
、
実
証
的
宗
教
史
観
と
い
っ
た
が
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
を
、
実
証
的
歴
史
学
的
に
究
明
し
た
最
初
の
試
み
と
し
て
、
東
京
大

⑦

学
初
代
の
宗
教
学
教
授
で
あ
っ
た
姉
崎
正
治
著
『
現
身
佛
と
法
身
佛
』
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
著
者
は
そ
の
聿
巨
の
第
一
章
「
研
究
の
問
題
」

と
し
て
、
「
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
が
正
覚
を
成
就
し
て
か
ら
、
そ
の
人
格
が
佛
教
徒
の
意
識
に
法
身
と
し
て
明
瞭
に
映
じ
始
め
て
、
や
が
て

形
而
上
学
的
実
在
に
合
一
す
る
に
至
っ
た
歴
史
的
径
行
を
論
じ
よ
う
と
す
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
固
よ
り
そ
れ
は
、
「
近
代
佛
教
学
的
な

二
姉
崎
博
士
の
業
績

佛
陀
が
臨
終
に
際
し
て
悲
歎
に
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方
法
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
佛
教
学
的
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
著
者
が
そ
の
研
究
の
課
程
に
お
い
て
、
ロ
シ
ヤ
の
佛
教
学
者
ミ
ナ

エ
フ
（
巨
旨
皇
①
鹿
一
八
四
○
’
一
八
九
○
）
と
、
ゞ
ヘ
ル
ギ
ー
の
佛
教
学
者
ル
イ
・
ド
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
ー
・
・
フ
ー
サ
ン
Ｐ
Ｃ
巳
、
号
』
画

く
塑
扁
①
勺
○
巨
閉
旨
』
一
八
六
九
Ｊ
、
一
九
三
八
）
が
、
神
話
的
要
素
を
含
む
ネ
・
ハ
ー
ル
の
梵
語
佛
典
に
基
い
て
、
そ
う
い
う
問
題
を
考
察
し

よ
う
と
し
て
ハ
る
の
を
批
判
し
、
ド
イ
ツ
の
オ
ル
デ
ン
ゞ
ヘ
ル
グ
（
国
．
○
昼
①
号
①
品
）
が
・
ハ
ー
リ
語
三
蔵
を
も
っ
て
原
始
佛
教
の
史
料
と
な

尤
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
学
界
に
お
い
て
も
「
佛
陀
を
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
ラ
ィ
デ
ン
大
学
の
ケ
ル
ン
ａ
①
旨
号
画
属
の
目
）
の
い
う
如
く
、

一
つ
の
太
陽
神
話
の
同
類
化
と
し
て
も
、
ま
た
オ
ル
デ
ン
、
言
へ
ル
グ
の
い
う
如
く
、
単
な
る
歴
史
上
の
一
人
物
と
し
て
も
考
え
る
べ
き
で
な

い
。
早
い
時
代
か
ら
、
古
代
学
派
の
僧
侶
た
ち
は
、
佛
陀
が
一
人
の
偉
大
な
る
神
、
そ
し
て
本
当
に
神
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
考

８

え
た
」
と
い
う
考
え
方
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
著
者
姉
崎
博
士
は
、
多
く
の
漢
訳
佛
典
資
料
を
加
え
、
．
〈
－
リ
語
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
↑

漢
訳
の
諸
資
料
を
批
判
的
に
考
察
し
て
、
「
現
身
佛
と
法
身
佛
」
と
い
う
そ
の
課
題
に
適
応
す
る
成
果
を
得
る
に
至
っ
た
と
見
倣
さ
れ
る
。

因
み
に
、
姉
崎
教
授
に
よ
る
パ
ー
リ
佛
典
と
漢
訳
阿
含
経
と
の
対
照
研
究
に
関
す
る
業
績
は
＄
後
に
大
谷
大
学
の
赤
沼
智
善
教
授
に
よ

っ
て
、
「
漢
巴
四
部
四
阿
含
互
照
録
』
（
破
塵
閣
書
房
）
と
し
て
大
成
せ
ら
れ
た
。
阿
含
研
究
の
素
材
を
な
し
た
も
の
と
し
て
忘
れ
る
こ
と

よ
う
と
し
て
い
る
の
を
批
判
し
、
ド
〃

し
た
の
を
重
要
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。

姉
崎
教
授
に
よ
れ
ば
、
法
身
佛
の
思
想
は
、
初
期
の
大
乗
経
典
と
し
て
の
般
若
波
羅
蜜
多
経
が
、
紀
元
前
後
に
な
っ
て
歴
史
上
に
行
な

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
般
若
波
羅
蜜
多
経
が
大
乗
佛
教
の
根
源
を
な
す
と
い
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
竜
樹
（
ｚ
樹
胃
冒
国
勢
）
が
大
乗
佛
教
に
思
想
的
な
綱
要
を
与
え
た
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
い
っ
て
、
イ
ン
ド
大
乗

９

佛
教
中
観
派
の
驍
将
月
弥
（
９
目
国
富
量
）
が
、
中
観
佛
教
の
最
重
要
の
論
害
と
せ
ら
れ
る
梵
文
中
論
釈
国
Ｐ
３
目
国
恩
尉
旨
且
耳
四
‐

っ
て
、
『
漢
巴
四
部
匹
阿
含
互
照
録

の
で
き
な
い
歴
史
的
業
績
で
あ
る
。

三
竜
樹
に
お
け
る
佛
身
観

５



目
騨
冨
昌
昏
の
初
頭
に
〃
般
若
波
羅
蜜
多
の
方
軌
（
邑
昌
』
員
昌
）
を
学
ん
だ
竜
樹
″
と
い
っ
て
い
る
言
葉
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

⑩

い
。
い
ま
い
う
〃
般
若
波
羅
蜜
多
の
方
軌
を
学
ん
だ
″
と
は
、
ロ
シ
ヤ
の
佛
教
学
者
チ
ェ
ル
、
ハ
ッ
キ
ー
に
よ
れ
ば
、
〃
般
若
波
羅
蜜
多
に

つ
い
て
の
確
乎
決
然
た
る
方
法
（
日
の
昏
○
ｅ
を
身
に
つ
け
て
い
る
″
と
訳
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
梵
文
中
論
釈
の
校
訂
出
版
者
ル
イ
．

⑪

ド
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
ー
・
プ
ー
サ
ン
は
、
〃
一
切
衆
生
を
救
済
す
る
た
め
に
、
般
若
波
羅
蜜
多
に
つ
い
て
教
え
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
方
法
を

⑫

確
実
に
了
解
し
て
い
た
″
と
の
理
解
を
註
記
し
て
い
る
が
↑
一
般
に
学
者
は
、
そ
の
竜
樹
の
佛
身
観
と
し
て
、
色
身
と
法
身
と
の
二
身
を

語
っ
て
い
る
。
さ
て
、
目
下
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
が
ど
の
よ
う
に
理
解
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。

般
若
波
羅
蜜
多
と
は
、
竜
樹
に
よ
れ
ば
、
佛
陀
が
そ
の
正
覚
に
到
達
し
た
お
り
に
、
繰
り
返
え
し
繰
り
返
え
し
観
察
し
た
縁
起
の
道
理

の
窮
極
な
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
現
存
在
の
如
実
な
あ
り
方
・
真
の
あ
り
方
（
冨
昏
帥
菖
旦
騨
目
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
現
存
在
に
と
っ
て
は
、
戯
論
寂
滅
と
い
う
無
分
別
・
寂
静
鍾
空
性
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
れ
が
真
如
で
あ
り
、
勝
義
諦
で
あ

る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
言
亡
盧
絶
と
い
う
心
も
言
葉
も
た
え
は
て
た
究
寛
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
般
若
波
羅
蜜
多
が
た
だ

そ
う
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
は
＄
佛
教
は
世
界
の
秩
序
を
無
視
す
る
虚
無
論
と
同
視
せ
ら
れ
一
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
と
の

非
難
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
竜
樹
に
お
い
て
は
、
そ
の
非
難
・
難
詰
に
対
し
て
、

「
縁
起
で
あ
る
か
の
空
性
は
因
施
設
で
あ
る
」

と
い
う
。
因
施
設
と
い
う
こ
と
を
縁
起
の
世
間
的
実
用
（
医
ロ
宮
冨
‐
ぐ
苫
ぐ
國
冒
国
）
、
真
如
・
空
性
が
実
際
の
世
間
に
行
な
わ
れ
用
い
ら
れ

、
、

、
、

る
こ
と
、
と
い
う
。
佛
教
に
あ
っ
て
は
、
人
間
存
在
を
、
能
知
所
知
、
能
言
所
言
な
る
能
所
対
存
に
お
い
て
表
わ
す
の
で
あ
る
が
、
わ
れ

わ
れ
通
常
の
人
間
・
凡
夫
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
能
所
の
世
間
的
実
用
が
、
我
れ
だ
我
が
物
だ
と
固
執
せ
ら
れ
、
我
執
せ
ら
れ
て
、
そ
こ
に

戯
論
（
母
房
①
』
日
品
目
色
は
○
国
）
と
な
り
、
煩
悩
と
な
っ
て
い
く
。
し
か
し
縁
起
の
世
間
的
実
用
と
は
、
縁
起
の
道
理
の
あ
る
べ
き
態
が
空

性
真
如
で
あ
る
、
そ
の
あ
り
方
に
従
っ
て
、
能
所
を
取
り
用
い
、
そ
の
能
所
に
因
っ
て
施
設
せ
ら
れ
た
世
間
的
実
用
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

縁
起
の
道
理
の
あ
る
寺
へ
き
真
の
態
は
、
空
性
真
如
な
る
勝
義
諦
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
世
間
的
実
用
と
し
て
の
戯
論
は
、
そ
こ
で
寂
滅

６



せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
方
向
に
従
っ
て
、
仮
り
に
わ
れ
わ
れ
の
世
間
的
実
用
で
あ
る
思
想
と
言
葉
の
如
く
に
能
所
の
態
に
お
い
て
施
設
せ
ら

れ
表
わ
さ
れ
た
も
の
（
仮
設
）
、
そ
れ
が
空
性
の
義
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
義
（
胃
吾
竪
）
に
は
、
現
実
の
姿
（
ｇ
曾
皀
の
菌
討
）
な
る
意

味
が
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
境
界
に
表
示
せ
ら
れ
た
世
間
的
実
用
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
ま
は
、
空
性
の
世
間
的
表
示
で
あ
っ
て
、

空
性
真
如
を
本
源
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
空
性
真
如
に
還
帰
さ
れ
る
、
へ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
空
義
・
空
性
の
世
間
的
表

示
は
教
法
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

⑬

そ
れ
は
、
竜
樹
の
空
七
十
論
な
る
害
の
言
葉
に
、

「
勝
義
諦
は
、
縁
起
の
一
切
法
自
性
空
と
い
う
こ
と
の
み
。
し
か
し
佛
は
縁
起
の
世
間
的
実
用
と
い
う
立
場
か
ら
、
一
切
法
を
施
設

と
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
切
法
と
は
、
そ
こ
で
は
森
羅
万
象
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
迷
い
か
ら
悟
り
へ
の
宗
教
的
実
践
の
道
理
と

し
て
説
述
せ
ら
れ
た
四
聖
諦
の
教
法
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
能
所
の
態
な
る
世
間
が
、
縁
起
に
お
い
て
設
定
せ
ら
れ
た
ま
こ
と
の
道
理

で
あ
っ
て
、
世
俗
諦
と
称
せ
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
佛
陀
の
正
覚
の
内
容
で
あ
る
縁
起
の
究
寛
の
あ
り
方
で
あ
る
勝
義
諦
が
、
四
聖
諦
な
る
世
間
的
実
用
の
教
法
と
し

て
、
世
俗
諦
と
し
て
設
定
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
世
俗
諦
な
る
教
法
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
勝
義
諦
に
入
ら
し
め
ら
れ
る
。

人
間
救
済
の
た
め
に
、
般
若
波
羅
蜜
多
の
そ
う
い
う
勝
義
諦
と
世
俗
諦
と
の
道
程
が
教
え
ら
れ
る
仕
方
を
竜
樹
が
学
ん
で
い
た
こ
と
を
、

竜
樹
が
般
若
波
羅
蜜
多
の
方
軌
を
学
ん
で
い
た
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

竜
樹
に
お
い
て
は
、
色
身
（
生
身
）
と
法
身
と
の
二
身
説
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
今
い
う
般
若
波
羅
蜜
多
の
方
軌
と
い
う
こ
と
の
上

に
あ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
般
若
波
羅
蜜
多
の
空
性
勝
義
諦
が
、
世
間
的
実
用
の
世
俗
諦
と
し
て
展
開
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
類
の
救
済

が
考
え
ら
れ
て
い
く
、
そ
う
い
う
過
程
が
法
身
と
色
身
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

筆
者
の
如
き
浄
土
教
に
関
わ
り
の
あ
る
者
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
場
合
に
、
浄
土
教
の
祖
師
と
し
て
の
竜
樹
の
あ
り
方
が
問
題
に
な
る

し
た
」

７



さ
て
、
紀
元
二
、
三
世
紀
に
在
世
し
た
と
い
わ
れ
る
竜
樹
の
般
若
中
観
説
に
お
い
て
は
～
色
身
と
法
身
と
の
二
身
説
で
あ
っ
た
が
↑
紀

元
四
、
五
世
紀
に
在
世
し
た
無
著
・
世
親
の
爺
伽
唯
識
説
で
は
‐
そ
こ
に
報
身
と
い
う
佛
身
観
が
現
わ
れ
て
‐
二
身
説
が
三
身
説
と
な
っ

た
と
い
わ
れ
る
。
そ
こ
に
佛
身
史
観
の
重
要
な
展
開
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
旧
佛
教
学
の
如
く
、
そ
の
二
つ
の
教
説
の
形
態
だ
け
で
捉
え
て
い
く
と
、
般
若
中
観
と
爺
伽
唯
識
と
が
別
個
の
教
説

で
あ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
仕
方
の
た
め
に
‐
そ
こ
に
二
つ
の
宗
義
学
。
品
日
鼻
旨
の
が
発
生
し
て
佛
教

思
想
が
雷
く
う
謡
く
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
大
乗
の
佛
道
体
系
と
い
う
点
か
ら
は
、
そ
れ
で
は
通
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
今
こ
こ
で
大
乗
の
佛
道
体
系
を
持
ち
出
し
て
、
報
身
佛
の
説
明
を
し
よ
う
と
な
る
と
大
変
な
時
間
を
要
す
る
こ
と

⑭

に
な
る
の
で
、
そ
れ
の
委
細
は
、
山
口
等
共
著
『
佛
教
学
序
説
』
（
一
八
六
’
二
二
四
頁
）
の
上
で
そ
う
な
っ
て
い
る
の
だ
と
御
承
知
戴
き
、

こ
こ
で
は
、
そ
の
き
わ
め
て
の
摘
要
だ
け
を
述
令
へ
る
に
止
め
た
い
。

問
題
は
竜
樹
の
場
合
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
大
乗
で
あ
る
か
ら
、
核
心
は
般
若
波
羅
蜜
多
で
あ
る
。
し
か
し
今
は
、
唯
識
説
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
能
所
対
存
の
存
在
を
、
心
す
な
わ
ち
識
の
内
容
と
し
て
考
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
般
若
波
羅
蜜
多
を
体

認
し
た
と
い
う
こ
と
を
今
は
、
〃
見
道
に
入
っ
た
″
と
い
う
。
見
道
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
は
、
「
戯
論
寂
滅
な
る
空
性
勝

義
諦
に
お
い
て
、
能
所
な
る
分
別
の
世
間
の
了
得
（
巨
冨
旨
ｇ
ご
知
覚
）
が
知
覚
せ
ら
れ
な
く
な
り
、
未
知
覚
で
あ
っ
た
空
性
勝
義
諦
が

知
覚
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。
そ
こ
で
は
能
所
の
有
執
に
捉
わ
れ
て
い
た
有
執
的
知
覚
が
、
有
執
に
捉
わ
れ
な
い
無
執
的
知
覚

の
で
あ
る
が
恥
今
述
べ
て
き
た
よ
う
な
法
身
と
色
身
と
の
係
わ
り
合
い
の
中
で
私
無
量
寿
経
の
浄
土
の
あ
り
方
が
解
釈
せ
ら
れ
る
と
お
も

う
。
筆
者
は
、
昭
和
三
八
年
理
想
社
刊
行
の
「
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
（
三
五
’
六
六
頁
）
の
中
で
、
上
来
述
鎌
へ
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
更

に
展
開
さ
せ
た
態
と
し
て
、
浄
土
教
の
あ
り
方
を
説
述
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
る
。

四
球
伽
唯
識
説
の
三
身
説
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但
し
、
能
所
寂
滅
の
空
性
真
如
へ
到
達
し
た
こ
と
だ
け
が
最
後
の
究
寛
的
な
目
的
と
な
り
、
そ
の
点
に
停
滞
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
能

、
、
、
、
⑬

所
寂
滅
も
実
体
的
な
空
無
体
と
な
り
、
そ
れ
に
停
滞
す
る
こ
と
は
悪
取
空
見
の
小
乗
と
な
る
か
ら
、
竜
樹
も
そ
れ
を
空
亦
復
空
と
い
っ
て
、

空
無
体
を
更
に
更
に
戯
論
と
し
て
寂
滅
す
る
空
性
へ
転
向
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
見
道
と
い
う
戯
論
寂

、
、

減
へ
貫
ぬ
き
入
っ
た
見
道
の
修
習
・
数
習
が
あ
る
べ
き
だ
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
見
道
の
次
に
位
す
る
修
道
で
あ
る
と
い
う
。

先
に
見
道
に
お
い
て
能
所
寂
滅
の
空
性
が
智
見
の
上
に
顕
わ
さ
れ
る
と
い
っ
た
が
、
智
見
の
上
に
顕
わ
さ
れ
る
能
所
と
は
、
迷
い
の
識

の
上
に
顕
わ
さ
れ
る
能
所
の
如
く
、
有
の
執
著
と
な
り
煩
悩
と
な
っ
て
い
く
能
所
で
な
く
し
て
、
寂
滅
す
る
能
所
で
あ
り
、
縁
起
の
道
理

の
前
に
、
無
始
以
来
の
迷
い
の
姿
と
し
て
反
省
せ
ら
れ
た
能
所
で
あ
る
。
無
始
の
時
以
来
の
迷
い
の
姿
と
し
て
反
省
せ
ら
れ
た
能
所
と
は
、

能
所
の
現
存
在
が
、
縁
起
観
の
立
場
で
反
省
せ
ら
れ
～
掘
り
下
げ
ら
れ
て
発
見
せ
ら
れ
て
い
く
能
所
で
あ
り
、
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
の
現
存

在
は
、
無
始
時
来
の
つ
な
が
り
の
態
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
始
空
の
態
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
境
地
は
、
実
体
的
に
あ

り
と
せ
ら
れ
た
境
地
で
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
は
我
れ
と
汝
、
我
れ
と
彼
れ
と
い
う
我
他
彼
此
の
差
別
は
な
い
。
自
か
ら
の
無
始
以
来
の
流

転
の
姿
と
し
て
反
省
せ
ら
れ
た
能
所
は
、
そ
の
ま
ま
一
切
衆
生
が
無
始
以
来
流
転
す
る
姿
で
あ
る
と
し
て
知
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
は

「
一
切
衆
生
が
自
か
ら
の
親
族
で
あ
る
」
と
せ
ら
れ
る
自
他
平
等
の
世
界
が
開
か
れ
る
。
こ
こ
か
ら
大
乗
菩
薩
道
な
る
も
の
の
真
正
な
あ

り
方
が
展
開
す
る
。

へ
と
そ
の
位
地
を
転
回
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
識
・
知
覚
よ
り
智
へ
の
転
回
で
あ
る
と
し
て
転
識
得
智
と
い
う
。
そ
こ
で
は
見
道
に
入

っ
た
者
の
煩
悩
の
障
は
消
滅
し
て
解
脱
身
を
得
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
空
亦
復
空
の
実
践

９



え
り
を
も
ち
、
有
判

浄
世
間
智
で
あ
る
。

そ
れ
を
更
に
説
述
す
る
と
、
大
乗
の
菩
薩
に
あ
っ
て
は
、
能
所
の
分
別
有
執
が
寂
滅
し
た
こ
と
の
上
に
顕
わ
れ
る
無
分
別
智
を
根
本
と

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
清
浄
世
間
智
が
そ
れ
と
相
対
面
し
て
存
在
す
る
。
清
浄
世
間
智
と
い
う
と
き
の
世
間
智
と
は
、
一
切
衆
生

の
問
題
が
自
分
の
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
、
そ
う
い
う
問
題
の
対
象
性
と
取
り
組
ん
で
い
る
点
で
、
能
所
の
分
別
が
現
実
に
は

た
ら
い
て
お
り
、
す
な
わ
ち
世
間
と
い
う
有
な
る
す
が
た
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
世
間
を
超
え
た
無
な
る
般
若
波
羅
蜜
多
の
智

慧
・
無
分
別
智
を
根
本
と
し
て
あ
ら
わ
れ
出
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
有
執
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
常
に
無
な
る
般
若
へ
の
ひ
る
が

え
り
を
も
ち
、
有
執
な
る
煩
悩
へ
の
方
向
を
寂
滅
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
世
間
を
浄
化
す
る
の
で
、
清
浄
化
す
る
世
間
智
・
清

こ
う
い
う
無
分
別
智
か
ら
後
得
清
浄
世
間
智
へ
と
は
た
ら
く
態
が
無
住
処
浬
藥
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
智
慧
あ
る
が
故
に
迷
い
の

生
死
に
住
せ
ず
、
慈
悲
あ
る
が
故
に
浬
藥
に
住
せ
ず
、
と
い
う
二
つ
の
住
の
否
定
で
表
わ
さ
れ
る
。
第
一
の
住
の
否
定
は
煩
悩
迷
妄
の
有

執
を
捨
て
離
れ
た
根
本
無
分
別
智
の
は
た
ら
き
を
指
示
し
、
第
二
の
住
の
否
定
は
空
性
に
停
滞
し
よ
う
と
す
る
小
乗
の
智
慧
を
否
定
し
て

一
切
衆
生
の
世
間
を
清
浄
化
し
よ
う
と
す
る
清
浄
世
間
智
の
は
た
ら
き
を
示
す
。

そ
し
て
無
分
別
智
は
、
空
性
真
如
の
顕
現
で
あ
り
、
智
慧
で
あ
る
が
、
空
性
は
、
能
所
の
差
別
な
く
、
従
っ
て
限
定
な
く
一
味
に
透
徹
‐

し
て
い
る
点
で
、
広
大
な
虚
空
に
職
え
ら
れ
る
。
虚
空
に
は
差
別
・
限
定
が
な
く
、
何
の
こ
だ
わ
り
も
な
く
、
碍
え
ら
れ
る
も
の
が
な
い

が
、
無
分
別
智
も
そ
れ
と
同
じ
く
、
智
慧
は
虚
空
際
を
尽
く
す
と
か
、
十
方
法
界
を
窮
め
る
と
い
う
語
で
表
わ
す
。
そ
こ
で
無
分
別
智
は
、

日
光
が
霞
雲
闇
を
破
る
に
も
職
え
ら
れ
て
、
無
分
別
智
は
光
明
で
あ
る
。
無
分
別
智
は
虚
空
際
を
尽
く
し
、
十
方
法
界
を
尽
く
し
、
限
り

な
く
窮
め
ら
れ
る
点
で
、
無
分
別
智
は
光
明
無
量
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
智
慧
に
よ
っ
て
清
浄
世
間
智
が
は
た
ら
い
て
、
人
間
の

我
執
に
基
く
煩
悩
の
世
間
を
打
破
し
、
世
間
を
清
浄
化
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
智
慧
が
大
悲
と
し
て
の
転
回
で
あ
る
。
鈴
木
大
拙
先
生
が
、

六
無
分
別
智
と
清
浄
世
間
智
と
の
隻
運
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さ
て
、
こ
の
報
身
佛
と
い
う
場
合
の
「
報
」
の
語
に
対
す
る
中
国
佛
教
者
の
解
釈
で
は
「
因
願
酬
報
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
私
は
そ

の
解
釈
に
は
す
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
残
る
。
原
語
的
に
は
、
報
身
佛
は
、
梵
文
入
携
伽
経
に
出
て
い
る
果
報
佛
ぐ
ぢ
幽
冨
‐
盲
目
ｇ
で

あ
ろ
う
と
思
う
。
果
報
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
具
体
的
な
人
間
存
在
が
得
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
れ
の
転
識
得
智
の
領
域
に

あ
っ
て
は
、
も
の
が
ら
と
し
て
は
、
や
は
り
清
浄
世
間
智
で
あ
り
、
そ
の
得
ら
れ
方
は
、
清
浄
世
間
智
が
無
分
別
智
と
な
ら
び
は
た
ら
く

無
住
処
浬
藥
の
実
践
を
内
容
と
す
る
。
従
っ
て
、
報
身
佛
と
は
光
明
無
量
寿
命
無
量
の
シ
目
冨
の
本
願
で
あ
る
。

こ
の
報
身
の
こ
と
を
受
用
身
困
ヨ
ゥ
ｇ
四
百
‐
厨
冒
と
い
う
。
受
用
身
の
こ
と
が
①
且
昌
日
の
具
冒
＆
園
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
そ
の

場
合
の
「
受
用
①
且
目
白
①
貝
」
と
は
、
欲
楽
が
満
足
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
世
間
的
な
生
活
が
営
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
の
世
間
的
実
用
は
、
能
所
の
分
別
よ
り
す
る
煩
悩
と
な
る
が
、
無
分
別
智
が
清
浄
世
間
智
と
な
ら
び
は
た
ら
く
世
界
で
は
、
能
所
の
分

別
と
な
る
こ
と
が
捨
て
去
ら
れ
、
浄
化
せ
ら
れ
て
い
く
。

た
し
か
『
佛
教
の
大
意
』
の
中
で
「
佛
教
は
智
慧
だ
け
で
な
い
。
大
悲
が
あ
る
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
い
っ
て
い
ら
れ
、
智
慧
と
大
悲
と

の
相
即
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
が
、
今
の
場
合
で
い
う
と
、
清
浄
世
間
智
と
し
て
、
大
悲
と
し
て
の
転
回
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
大
悲
の
対
象
で
あ
る
一
切
衆
生
と
い
う
、
生
き
と
し
生
け
る
者
と
は
、
限
り
な
い
人
間
の
歴
史
の
展
開
で
あ
る
か
ら
、
無
限
の

歴
史
の
展
開
に
従
っ
て
は
た
ら
く
清
浄
世
間
智
の
大
悲
は
寿
命
無
量
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
の
光
明
無
量
と
寿
命
無
量
と
い
う
こ
と
が
、
菩

薩
に
お
け
る
無
住
処
浬
藥
の
実
践
の
態
で
あ
り
、
そ
れ
が
阿
弥
陀
Ｐ
目
冨
の
本
願
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
報
身
佛
と
い
う
佛
身
観
が
現

わ
れ
て
、
二
身
説
が
三
身
説
と
な
っ
た
と
い
う
報
身
佛
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
点
に
つ
い
て
の
爺
伽
唯
識
に
お
け
る
理
解
は
、
大
凡
、
大
乗
荘
厳
経
論
の
菩
提
品
の
安
慧
註
か
ら
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

長
尾
博
士
も
「
佛
身
論
を
め
ぐ
り
て
」
の
論
文
に
そ
の
文
献
を
注
意
せ
ら
れ
る
。

七
報
身
佛
の
意
味
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な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
更
に
っ

法
身
↓
報
身
↓
変
化
身
・
応
身

上
来
述
べ
て
き
た
無
分
別
智
↓
清
浄
世
間
智
の
は
た
ら
く
こ
と
を
浄
法
界
等
流
と
い
う
。
「
等
流
昌
遇
四
目
己
と
は
ロ
①
。
①
朋
四
ｑ
８
ｐ
‐

、
①
省
①
ｐ
８
で
あ
る
。
真
如
法
性
、
す
な
わ
ち
無
分
別
智
が
わ
れ
わ
れ
の
上
に
ま
ど
か
に
流
れ
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
．
等
流
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
更
に
つ
き
つ
め
て
い
う
と
、
そ
こ
に
、

ス

ヲ

示
一
現
報
応
化
種
々
身
｝
也
」

と
い
わ
れ
る
の
は
、
そ
う
い
う
点
で
あ
る
と
思
う
。

先
に
、
竜
樹
の
上
で
は
、
法
身
の
般
若
波
羅
蜜
多
空
性
が
空
義
と
し
て
の
説
法
と
な
り
、
そ
の
説
法
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
空
性
真
如

に
悟
入
す
る
と
い
う
形
態
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
た
が
、
今
、
諭
伽
唯
識
で
は
、
無
分
別
智
（
法
身
）
↓
清
浄
世
間
智
（
報
身
・
受
用
身
）

↓
応
化
身
の
説
法
、
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
そ
の
説
法
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
、
法
身
・
真
如
無
分
別
智
の
世
界
へ
入
ら
し
め
ら
れ
る
、

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
思
想
体
系
が
諭
伽
唯
識
佛
教
で
完
成
し
た
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
大
乗
の
佛
道
体
系
が
完
成
し
た

と
い
う
展
開
が
あ
る
。
先
に
述
べ
た
シ
自
国
の
本
願
と
し
て
の
佛
の
精
神
が
人
間
の
上
に
顕
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
受
用
身
・
報
身

で
あ
り
、
人
間
の
世
界
の
上
へ
ま
ど
か
に
流
れ
行
な
わ
れ
た
の
が
釈
迦
応
化
身
の
説
法
で
あ
る
。
親
驚
が
教
行
信
証
の
証
巻
の
始
め
に
、

と
い
お
う
と
す
る
。

⑯

そ
れ
に
つ
い
て
、
北
魏
に
出
世
し
た
曇
鶯
（
四
七
六
’
五
四
二
）
の
論
註
下
の

「
諸
佛
菩
薩
有
一
一
二
種
法
身
毛
一
者
法
性
法
身
、
二
者
方
便
法
身
。
由
二
法
性
法
身
｜
生
二
方
便
法
身
一
由
二
方
便
法
身
一
出
二
法
性
法
身
一
」

な
る
言
葉
に
言
及
し
よ
う
。
曇
鶯
の
時
代
に
は
、
ま
だ
無
著
・
世
親
の
著
作
が
中
国
に
沢
山
訳
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
曇
鶯
は
、

先
の
竜
樹
の
上
に
見
ら
れ
る
空
性
勝
義
諦
（
法
性
法
身
）
と
空
義
世
俗
諦
（
方
便
法
身
）
と
の
扱
い
で
、
こ
れ
を
述
需
へ
て
い
る
と
見
ら
れ

る
が
↑
こ
こ
で
の
方
便
と
は
慈
悲
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
無
分
別
智
真
如
の
等
流
旨
①
８
⑳
普
昌
８
辰
⑦
名
＠
口
８
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、

ハ
シ
テ

「
弥
陀
如
来
従
し
如
来
生
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こ
の
方
便
法
身
と
い
う
の
に
報
身
と
応
化
身
と
い
う
内
容
を
与
え
れ
ば
、
爺
伽
唯
識
で
い
う
佛
身
の
内
容
と
な
る
と
思
う
。
旧
来
の
佛
教

学
界
で
は
、
二
身
と
い
え
ば
二
身
と
い
う
こ
と
に
規
定
し
、
三
身
と
い
え
ば
三
身
と
い
う
こ
と
に
規
定
し
、
。
○
ぬ
目
鼻
旨
に
融
通
の
つ
か

な
い
考
え
方
で
あ
っ
た
の
で
、
佛
教
の
理
解
が
非
常
に
固
定
し
て
無
理
に
難
か
し
ぐ
し
て
い
た
よ
う
に
お
も
う
。

な
お
、
佛
身
に
つ
い
て
は
、
初
め
に
誌
し
た
長
尾
教
授
の
論
文
の
上
に
、
四
身
説
と
い
う
こ
と
も
関
説
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
長
尾
教
授

も
注
意
せ
ら
れ
る
如
く
、
爺
伽
唯
識
佛
教
の
三
身
説
で
、
一
応
の
体
系
が
成
就
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

今
日
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
に
関
連
し
て
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
一
昨
年
十
月
十
六
日
か
ら
二
十
一
日
ま
で
の
五
日
間
、
京
都
洛

北
宝
ケ
池
の
京
都
国
際
会
議
場
で
「
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
」
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
八
月
十
八
日
の
朝
日

新
聞
の
夕
刊
に
、
Ａ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
が
、
そ
の
会
議
の
○
ず
め
国
ぐ
の
儲
と
し
て
、
「
宗
教
と
平
和
」
な
る
一
文
を
寄
稿
さ
れ
た
。
そ
の
文

章
の
最
後
に
、
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
は
「
宗
教
と
い
う
の
は
、
本
当
の
ま
こ
と
と
い
う
も
の
が
人
間
の
上
に
現
わ
れ
た
姿
で
あ
る
」
と
い
う
。

ト
イ
ソ
ビ
ー
博
士
は
、
西
洋
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
方
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
短
か

い
文
章
で
あ
り
、
新
聞
の
記
事
で
あ
る
か
ら
、
私
の
よ
う
な
専
門
的
に
キ
リ
ス
ト
教
を
勉
強
し
た
こ
と
の
な
い
者
に
も
よ
く
わ
か
っ
た
。

佛
教
に
つ
い
て
の
ト
イ
ン
ビ
ー
博
士
の
説
明
は
少
し
判
り
に
く
か
っ
た
が
、
筋
だ
け
を
い
う
と
、
今
日
述
、
へ
た
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
宗
教
に
か
か
わ
る
限
り
、
佛
身
説
と
い
う
も
の
は
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
お
も
う
。
尤
も
本
稿
に
お
け
る
私
の
所

論
は
十
分
な
意
を
尽
さ
ず
粗
暴
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

/ﾜ､／11註
、 ム ノ （ エノ山一

南
伝
大
蔵
経
第
三
巻
一
六
頁
。

雑
阿
含
巻
十
二
、
大
正
蔵
二
、
八
四
頁
ｂ
、
若
佛
出
世
、
若
佛
未
世
、
此
法
常
住
云
を
。

結

び
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⑮
「
空
亦
復
空
」
と
い
う
語
が
、
余
り
意
味
が
な
い
よ
う
に
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、

く
表
示
せ
ら
れ
て
い
る
と
お
も
う
。

⑯
昭
和
校
訂
「
真
宗
七
祖
聖
教
」
（
昭
和
八
年
、
破
塵
閣
書
房
発
行
）
九
四
頁
。

⑤
シ
ル
ヴ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
著
『
イ
ン
ド
文
化
史
」
二
○
二
頁
参
照
。

⑥
長
尾
雅
人
「
佛
身
論
を
め
ぐ
り
て
」
（
「
哲
学
研
究
」
第
四
十
五
巻
・
第
三
冊
）
二
頁
。

⑦
明
治
三
七
年
有
朋
館
発
行
。

⑧
「
ル
イ
・
ド
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
ー
・
プ
ー
サ
ン
教
授
に
つ
い
て
の
略
述
」
（
「
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
」
第
三
号
、
八
八
頁
）
。

⑨
陣
・
‐
勺
騨
①
Ｈ
号
○
口
品
．
岳
呂
に
、
ド
・
ラ
・
ヴ
ァ
レ
ー
・
プ
ー
サ
ン
に
よ
っ
て
校
訂
出
版
せ
ら
れ
て
以
来
、
こ
の
書
が
、
中
観
佛
教
研
究
の
た
め

の
最
重
要
の
害
と
し
て
注
目
せ
ら
れ
、
現
今
、
英
、
独
、
佛
語
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
全
巻
の
翻
訳
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑩
目
冒
煕
呂
①
号
鼻
切
ご
》
目
胃
９
］
〕
。
①
目
。
ロ
旦
国
巨
目
冨
牌
ｚ
旨
乱
窟
》
や
弱
に
訳
解
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑪
註
（
９
）
に
掲
げ
た
梵
文
中
論
釈
の
第
三
頁
に
、
校
訂
者
が
与
え
て
い
る
註
記
で
あ
る
。

⑫
本
稿
の
初
頭
に
一
言
し
た
長
尾
論
文
五
頁
に
そ
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

⑬
空
七
十
論
な
る
諭
書
は
、
大
正
の
末
期
、
筆
者
が
始
め
て
学
界
に
紹
介
し
た
書
で
あ
る
こ
と
は
、
『
山
口
益
佛
教
学
文
集
上
」
（
昭
和
四
七
年
二

月
、
春
秋
社
刊
行
）
の
中
に
誌
し
て
い
る
。
こ
こ
の
言
葉
は
、
空
七
十
論
だ
け
に
出
て
来
る
も
の
で
は
な
い
が
、
葱
に
引
用
す
る
の
に
適
宜
な
形
と

し
て
見
出
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
れ
を
依
用
す
る
。

⑭
こ
の
害
は
、
昭
和
三
六
年
発
行
以
来
、
十
数
刷
を
経
て
い
る
の
で
、
薮
に
そ
れ
を
誌
す
必
要
も
な
い
が
、
こ
の
問
題
を
体
系
的
に
叙
述
し
た
も
の

と
し
て
こ
こ
に
註
記
す
る
。

③
如
去
・
如
来
の
語
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
空
の
世
界
」
（
昭
和
四
二
年
、
理
想
社
発
行
）
三
八
頁
参
照
。

仙
雑
阿
含
巻
十
二
、
大
正
蔵
二
、
六
○
頁
Ｃ
、
我
得
古
仙
人
道
、
古
仙
人
逵
云
令
雲
井
昭
善
著
『
佛
陀
と
人
間
」
（
昭
和
二
八
年
、

行
）
五
○
頁
参
照
。

サ
ク
シ
ニ
ウ

「
数
習
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
意
味
が
よ

平
楽
寺
書
店
発
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