
現
存
の
原
始
経
典
に
拠
っ
て
釈
尊
説
法
の
特
色
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
第
一
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
問
答
対
話
の
形
式
が
非
常
に

多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
問
答
対
話
は
、
多
数
の
人
を
相
手
に
問
答
対
話
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、

多
く
は
少
人
数
の
者
と
の
問
答
対
話
で
あ
り
、
中
に
は
一
人
と
一
人
と
の
問
答
対
話
も
数
多
く
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
五
十
人
も
百

人
も
の
人
に
対
し
て
、
一
方
的
に
説
法
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
少
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
う
い
う
講
演
会
形
式

の
説
法
で
は
↑
本
当
の
意
味
の
教
化
の
効
果
は
上
が
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
釈
尊
の
説
法
は
対
機
説
法
で
、
相
手
に
よ
っ
て
説
法
の
形

式
も
内
容
も
変
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
形
式
と
内
容
と
を
も
っ
て
説
法
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
ど
う
し
て
も
窮
極
的
に
は
一
人
と
一
人
と
の
対
話
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
。
ハ
ー
リ
律
の
大
品
（
冒
少
目
ぐ
ゅ
寵
騨
）

に
出
て
い
る
次
の
言
葉
は
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
二
〔
人
〕
し
て
一
つ
〔
の
道
〕
を
行
く
こ
と
勿
れ
・
」
（
日
勤
①
胃
ロ
ｐ
号
①
沙
唱
日
肖
詐
冒
）
（
大
品
一
二
頁
）

釈
尊
に
お
け
る
対
機
説
法

一

’
一
人
と
一
人
と
の
対
話
Ｉ

舟
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一
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こ
の
言
葉
は
、
釈
尊
が
初
転
法
輪
に
お
い
て
五
人
の
苦
行
者
を
教
化
せ
ら
れ
て
弟
子
と
し
、
更
に
耶
舎
及
び
そ
の
親
族
と
友
人
五
十
人

等
を
教
化
せ
ら
れ
て
、
こ
の
世
の
阿
羅
漢
が
六
十
一
人
に
な
っ
た
と
き
、
釈
尊
は
伝
道
の
機
縁
が
熟
し
た
こ
と
を
知
り
た
も
う
て
、
初
め

て
そ
れ
ら
の
人
た
ち
に
向
っ
て
、
伝
道
の
旅
に
出
発
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
る
、
そ
の
言
葉
の
中
に
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

僧
伽
伝
道
の
布
告
の
言
葉
の
一
節
で
あ
っ
て
、
釈
尊
は
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
比
丘
等
よ
、
わ
れ
は
天
と
人
と
の
一
切
の
繋
縛
よ
り
脱
し
た
り
。
比
丘
等
よ
、
汝
等
も
ま
た
天
と
人
と
の
一
切
の
繋
縛
よ
り
脱
し

た
り
。
比
丘
等
よ
、
遊
行
せ
よ
。
多
く
の
ひ
と
び
と
の
利
益
の
た
め
に
、
多
く
の
ひ
と
び
と
の
安
楽
の
た
め
に
、
世
間
〔
の
ひ
と
び

と
〕
の
哀
感
の
た
め
に
、
人
・
天
の
実
利
の
た
め
利
益
の
た
め
に
。
二
〔
人
〕
し
て
一
つ
〔
の
道
〕
を
行
く
こ
と
勿
れ
。
比
丘
等
よ
、

初
め
善
く
中
も
善
く
後
も
善
く
義
と
文
と
を
具
え
悉
皆
円
満
な
る
法
を
説
け
。
清
浄
な
る
梵
行
を
顕
示
せ
よ
。
生
ま
れ
つ
き
〔
煩
悩

の
〕
塵
の
少
な
き
者
あ
り
。
〔
彼
等
は
〕
法
を
間
か
ざ
れ
ば
退
堕
す
る
も
、
〔
聞
け
ば
〕
法
を
了
知
せ
ん
。
比
丘
等
よ
、
わ
れ
も
ま

た
ウ
ル
ヴ
ェ
ー
ラ
ー
の
セ
ー
ナ
村
の
方
へ
行
か
ん
。
法
を
説
か
ん
が
た
め
に
。
」

こ
の
「
二
人
し
て
一
つ
の
道
を
行
く
こ
と
勿
れ
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
二
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
で
き
る

だ
け
多
く
の
人
々
に
法
を
聞
か
せ
る
た
め
で
あ
り
二
つ
に
は
、
真
の
教
化
は
一
人
と
一
人
と
の
対
話
に
よ
っ
て
遂
行
せ
ら
れ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
多
数
の
力
を
借
り
て
無
理
矢
理
に
相
手
を
威
圧
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
教
化
の
方
法
は
、
釈
尊
の
と
ら
れ
な
か
っ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
阿
含
経
を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
う
い
う
場
面
は
全
く
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
．
器
の
水
を
一
器
に
移
す
が
如
く
」

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
一
人
か
ら
一
人
へ
、
と
い
う
こ
と
が
伝
道
の
原
則
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
法
は
普
遍
で
あ
る
が
機
は
個
別
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
（
金
子
大
栄
先
生
）
こ
と
に
も
関
連
し
て
く
る
。
原
始
佛
教
で
「
法
」

｜
い
え
ば
、
代
表
的
な
い
い
方
で
は
「
縁
起
法
」
を
指
す
。
縁
起
の
道
理
は
、
如
来
世
に
出
ず
る
も
出
で
ざ
る
も
こ
の
法
は
常
住
で
あ
り
、

二
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真
実
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
る
。
如
来
は
た
だ
こ
の
法
の
発
見
者
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
。
始
め
も
な
く
終
り
も
な
い
、
永
遠
に

か
わ易

ら
ざ
る
常
住
不
変
の
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
「
甚
深
法
」
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
常
住
不
変
の
法
が
個
人
と
し
て
の
機

の
上
に
具
体
的
に
実
現
せ
ら
れ
た
す
が
た
が
、
浬
藥
の
さ
と
り
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
甚
深
な
る
法
は
普
遍
の
真
理
で
あ
る

が
、
浬
藥
は
個
別
の
上
に
具
現
さ
れ
た
さ
と
り
で
あ
る
。
個
別
の
さ
と
り
と
い
う
こ
と
は
、
人
に
よ
っ
て
さ
と
り
そ
の
も
の
に
相
異
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
さ
と
り
そ
の
も
の
は
全
く
一
味
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
個
人
の
上
に
は
川
異

こ
の
場
合
、
普
遍
の
真
理
が
個
人
の
上
に
い
た
り
と
ど
く
た
め
に
は
、
そ
の
間
を
媒
介
す
る
者
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
教
え
が
必
要
で

あ
る
。
教
え
は
普
遍
の
真
理
を
言
葉
で
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
真
理
そ
の
も
の
は
「
心
も
及
ば
ず
、
言
葉
も
絶
え
た
り
」
で
、
不
完
全

な
人
間
の
言
葉
で
は
到
底
あ
ら
わ
し
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
不
充
分
で
は
あ
っ
て
も
何
と
か
し
て
人
間
の
言
葉
の
約
束
の
上

に
表
現
さ
れ
な
く
て
は
、
こ
れ
を
他
の
人
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
伝
道
者
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
教
え
の
も
っ
て
い
る
伝
播
の
機

能
に
協
力
す
る
、
単
な
る
協
力
に
過
ぎ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
教
え
は
「
法
輪
」
と
も
い
わ
れ
て
、
転
輪
聖
王
の
輸
宝
に
替
え
ら
れ
て
い

る
。
輪
宝
は
あ
た
か
も
今
日
の
戦
車
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
障
害
物
が
あ
っ
て
も
そ
れ
を
お
し
の
け
て
進
ん
で
い
く
力
を
も
っ
て
い
る
。
釈

尊
の
教
え
も
ま
た
、
教
え
み
ず
か
ら
の
本
質
と
し
て
、
そ
の
前
途
に
ど
の
よ
う
な
困
難
が
桃
た
わ
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
排
除
し
て
、
世

界
の
す
み
ず
み
ま
で
も
広
ま
っ
て
い
く
べ
き
力
を
具
え
て
い
る
こ
と
を
、
輪
宝
で
も
っ
て
臂
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
普
遍
の
真
理
が

「
法
」
と
呼
ば
れ
た
か
ら
、
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
法
」
の
言
語
化
概
念
化
さ
れ
た
教
え
も
亦
、
同
じ
よ
う
に
「
法
」
の
語
を
も
っ
て
呼

ば
れ
る
の
で
あ
る
。
伝
道
者
の
役
割
は
、
そ
う
い
う
性
格
を
も
っ
た
教
法
の
は
た
ら
き
に
協
力
し
て
、
そ
の
一
翼
を
荷
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
如
来
の
御
代
官
を
つ
と
め
る
」
（
御
文
）
こ
と
に
な
る
。

如
来
の
御
代
官
と
し
て
の
伝
道
者
と
受
法
の
機
と
は
、
つ
ね
に
一
対
一
で
面
と
向
い
合
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
た
と
い
伝
道
者

の
言
葉
を
よ
そ
な
が
ら
聞
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
佛
道
を
成
就
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
佛
道
を
成
就
し
た
そ

小
圭
の
一
○
’
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お
の
お
の

「
各
世
尊
の
其
の
前
に
ま
し
ま
す
を
見
る
」

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
釈
尊
の
お
す
が
た
が
、
そ
れ
を
と
り
ま
い
て
い
る
大
衆
の
一
人
一
人
に
と
っ
て
、
誰
か
ら
見
て
も
み
ん
な
釈
尊

維
摩
経
の
佛
国
品
に
次
の
よ
う
な
有
名
な
言
葉
が
あ
る
。

お
の
お
の

「
佛
は
一
音
を
も
っ
て
法
を
演
説
し
た
も
う
に
、
衆
生
は
類
に
随
っ
て
各
解
を
得
・
」

こ
の
言
葉
は
普
通
次
の
よ
う
に
理
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
佛
の
説
法
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
衆
生
に
い
ろ
い
ろ
の
機
類
の
別
が
あ
る
か

ら
、
そ
の
機
類
に
応
じ
て
衆
生
の
聞
き
方
も
千
差
万
別
で
あ
る
。
声
聞
は
声
聞
だ
け
の
聞
き
方
し
か
で
き
な
い
が
、
菩
薩
は
菩
薩
と
し
て

の
聞
き
方
を
す
る
。
そ
れ
ら
の
声
聞
や
菩
薩
の
能
力
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
に
応
じ
た
だ
け
の
聞
き
方
し
か
で

き
な
い
。
あ
た
か
も
容
器
に
水
を
盛
る
と
き
、
水
そ
の
も
の
は
同
一
で
あ
っ
て
も
盛
る
容
器
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
大
な
る

容
器
と
小
な
る
容
器
と
に
よ
っ
て
、
盛
ら
れ
る
水
の
量
と
形
と
が
異
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
こ
の
言
葉
は
は
た
し
て
そ

の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
ど
う
か
、
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
言
葉
の
直
前
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
が
大
勢
の
人
に
と
り
か
こ
ま
れ
て
、
今
こ
こ
に
説
法
を
初
め
よ
う
と
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ

こ
に
集
っ
て
い
る
大
衆
の
一
人
一
人
が
み
ん
な
、
世
尊
が
自
分
の
ま
ん
前
に
ま
し
ま
す
の
を
見
た
、
と
い
う
。
そ
の
言
葉
は
経
典
の
上
で

は の
人
に
と
っ
て
は
、
伝
道
者
は
一
対
一
で
そ
の
人
の
正
面
に
向
っ
て
立
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
伝
道
者
」
と
い
わ
れ
る
者

、
、

は
、
必
ず
し
も
生
き
た
人
間
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
過
去
の
人
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
或
は
人
間
以
外
の
も
の
で
あ
る
場

合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
内
面
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
法
説
老
は
つ
ね
に
受
法
の
機
と
向
い
合
っ
て
い
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

三
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の
正
面
に
坐
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
‘
と
い
う
の
で
あ
る
。
経
典
の
上
に
も
明
か
に
「
佛
は
無
量
百
千
の
衆
に
恭
敬
囲
饒
せ
ら
れ
て
」

と
あ
る
か
ら
、
大
衆
は
釈
尊
を
と
り
ま
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
大
衆
の
方
か
ら
釈
尊
を
見
る
と
き
に
は
、
釈
尊
の
う
し
ろ
姿
し
か

見
え
な
い
人
も
あ
り
、
釈
尊
の
横
顔
し
か
見
え
な
い
人
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
の
に
、
み
ん
な
の
者
が
す
罰
へ
て
釈
尊
の
正
面

に
坐
っ
て
い
る
よ
う
な
思
い
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
指
し
て
、
「
こ
れ
則
ち
神
力
不
共
の
法
な
り
」
と
言
っ
て
、

そ
の
す
ぐ
次
ぎ
に
「
佛
は
一
音
を
も
っ
て
云
云
」
と
い
う
さ
き
の
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
「
衆

お
の
お
の

生
は
類
に
随
っ
て
各
解
を
得
」
と
い
う
こ
と
も
、
従
来
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
衆
生
が
法
を
受
け
と
る
そ
の
受
け
と
り
方
に

い
ろ
い
ろ
の
ち
が
い
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
普
遍
の
法
が
個
別
に

お
い
て
主
体
的
に
把
握
せ
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
も
し
、
釈
尊
の
御
説
法
は
同
一
で
あ
っ
て
も
、
人
に
よ
っ
て
い
ろ

い
ろ
に
受
け
と
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
釈
尊
の
う
し
ろ
姿
を
見
て
い
る
人
も
あ
り
、
横
顔
を
眺
め
て
い
る
人
も
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
説
く
毒
へ
き
で
あ
る
の
に
、
全
く
逆
な
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
を
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
こ
は
、
事

実
と
し
て
は
釈
尊
は
多
数
の
者
に
向
っ
て
説
法
し
て
お
い
で
に
な
る
が
、
そ
の
説
法
を
聞
い
て
い
る
者
の
方
か
ら
言
う
と
、
自
分
ひ
と
り

だ
け
が
直
接
釈
尊
か
ら
説
法
を
聞
い
て
い
る
、
す
な
わ
ち
釈
尊
の
説
法
は
自
分
ひ
と
り
に
対
す
る
説
法
で
あ
る
、
と
し
て
受
け
と
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
理
解
す
、
へ
き
で
あ
る
。
「
弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
れ
ば
親
獅
一
人
が
た
め
な
り
け
り
一
（
歎

異
紗
）
と
い
う
の
と
同
じ
趣
旨
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
チ
、
ヘ
ッ
ト
訳
の
維
摩
経
に
よ
っ
て
も
保
証
せ
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
よ
れ
ば
、
こ
の
偶
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
世
尊
に
よ
っ
て
一
語
が
語
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
き
に
も
、

集
ま
っ
た
人
々
は
お
の
お
の
が
そ
の
語
を
（
自
分
の
方
言
と
し
て
）
別
々
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、

自
分
の
（
納
得
す
る
）
意
味
に
従
っ
て
理
解
す
る
。

こ
れ
が
勝
利
者
に
の
み
見
ら
れ
る
、
佛
陀
に
特
有
な
相
な
の
で
あ
る
。
」
（
長
尾
雅
人
訳
）
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釈
尊
の
説
法
が
一
人
と
一
人
と
の
対
話
を
原
則
と
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、
た
と
い
多
数
の
人
間
に
向
っ
て
の
説
法
で
あ
っ
て
も
、
聞

く
者
の
方
か
ら
い
え
ば
、
つ
ね
に
一
人
と
一
人
と
の
対
話
と
し
て
受
け
と
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
…
佛
教
の
、
広
く
い
え
ば
宗
教
の
、

特
質
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
点
で
、
宗
教
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
話
を
聞
く
と
い
う
よ
う
な
場
合
と
、
宗

教
と
く
に
仏
教
の
話
を
聞
く
場
合
と
で
は
、
聞
き
方
の
上
に
大
き
な
相
異
が
あ
る
。
そ
れ
は
根
本
的
に
は
識
と
智
と
の
相
異
に
基
づ
く
の

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
標
準
語
で
説
法
な
さ
っ
て
も
、
聞
く
者
は
そ
れ
を
標
準
語
で
理
解
し
な
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
用
い
て
い

る
方
言
で
も
っ
て
理
解
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
各
自
理
解
の
程
度
に
浅
深
の
別
が
あ
る
」
と

い
う
こ
と
を
表
わ
す
よ
り
は
、
「
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
主
体
的
に
Ｉ
概
念
的
・
一
般
的
・
抽
象
的
に
で
は
な
く
て
ｌ
わ
が
身
に
ひ
き
あ

て
て
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
て
み
る
と
こ
れ
は
、
一
人
と
一
人
と
の
対
話
に
よ
っ
て
の
み
真
の
教

化
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
釈
尊
が
僧
伽
伝
道
の
布
告
の
中
で
「
二
人
し
て
一
つ
の
道
を
行
く
こ
と
勿

れ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
と
相
い
通
ず
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

佛
教
で
は
「
転
識
得
智
」
（
識
を
転
じ
て
智
を
得
）
と
い
い
、
ま
た
四
依
の
第
三
に
も
「
智
に
依
っ
て
、
識
に
依
ら
ざ
れ
」
と
い
う
。

識
は
分
別
智
で
あ
り
、
人
間
の
知
識
で
あ
る
。
宗
教
以
外
の
領
域
を
対
象
と
し
て
は
た
ら
く
心
の
は
た
ら
き
は
、
す
べ
て
識
で
あ
る
。
宗

教
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
場
合
で
も
、
た
と
え
ば
宗
教
学
と
い
う
よ
う
な
学
問
は
、
人
間
の
知
識
の
産
物
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
宗

教
を
わ
が
身
の
問
題
と
し
て
、
主
体
的
に
こ
れ
に
対
処
し
て
い
う
と
き
、
そ
れ
は
智
慧
の
は
た
ら
き
に
属
す
る
。
智
慧
は
無
分
別
智
で
あ

り
、
宗
教
的
英
智
で
あ
る
。
「
佛
の
智
慧
」
と
い
っ
て
も
よ
い
。

識
は
つ
ね
に
客
観
的
立
場
に
立
つ
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
智
は
つ
ね
に
主
体
的
立
場
に
立
た
な
く
て
は
な
ら
な
い

で
坐
め
ろ
声
フ
。

型
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そ
の
意
味
に
お
い
て
識
の
向
う
方
向
は
外
へ
外
へ
で
あ
り
、
智
の
向
う
方
向
は
内
へ
内
へ
で
あ
る
。
「
識
を
転
じ
て
智
を
得
」
と
い
う
こ

と
は
、
今
ま
で
外
へ
外
へ
と
向
っ
て
い
た
識
の
向
き
を
か
え
て
、
内
へ
内
へ
と
向
わ
し
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
真
に
内
へ
向
っ
て
は
た
ら

く
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
識
で
は
な
く
て
、
そ
の
ま
ま
が
智
と
な
る
。
だ
か
ら
「
転
じ
て
」
と
い
っ
て
↑
「
減
し
て
」
と
は
い
わ
な
い
の

で
あ
る
。
識
そ
の
も
の
を
減
し
て
、
識
と
は
無
関
係
な
智
を
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
得
る
の
で
は
な
い
・

智
は
内
に
向
っ
て
は
た
ら
き
、
識
は
外
に
向
っ
て
は
た
ら
く
、
と
い
う
と
、
智
の
向
っ
て
は
た
ら
く
対
象
と
識
の
向
っ
て
は
た
ら
く
対

象
と
は
、
全
く
切
り
離
さ
れ
て
別
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
と
き
に
は
そ
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
場
合
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
智
は
出
世
問
・
無
為
・
さ
と
り
の
世
界
に
向
っ
て
は
た
ら
き
、
識
は
世
間
・
有
為
・
世
俗
の
世
界
に
向
っ
て
は
た
ら
く
、
と

い
う
よ
う
に
も
言
わ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
そ
う
い
う
意
味
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
こ
で
内
に
向
う
と
か
外
に
向
う
と
か
い
う

こ
と
は
、
は
た
ら
く
対
象
の
相
異
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
は
た
ら
き
方
・
は
た
ら
く
様
態
の
相
異
を
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
す
今
へ
き

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
主
体
的
立
場
に
立
つ
と
客
観
的
立
場
に
立
つ
と
の
相
異
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

さ
と
り
の
世
界
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
客
観
的
立
場
に
立
っ
て
そ
こ
か
ら
観
察
・
研
究
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
世
俗
の
世
界
を

問
題
と
し
な
が
ら
も
↑
そ
れ
を
主
体
的
立
場
か
ら
宗
教
的
に
把
握
し
よ
う
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

阿
含
経
の
中
に
智
と
識
と
の
相
異
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
経
典
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
場
合
注
意
す
、
へ
き
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
パ
ー
リ
中
部
四
三
経
で
、
漢
訳
州
当
経
は
中
阿
含
大
倶
稀
羅
経
で
あ
る
。

さ
と

さ
と

「
友
よ
、
無
智
者
、
無
智
者
と
い
わ
れ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
無
智
者
と
い
わ
れ
る
か
。
友
よ
、
智
ら
な
い
、
智
ら
な
い
と
い
う
、

さ
と

さ
と

さ
と

そ
の
こ
と
の
故
に
無
智
者
と
い
わ
れ
る
。
何
を
智
ら
な
い
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
苦
な
り
と
智
ら
な
い
。
こ
れ
は
苦
の
集
な
り
と
智

さ
と

さ
と

さ
と

さ
と

ら
な
い
。
こ
れ
は
苦
の
減
な
り
と
智
ら
な
い
。
こ
れ
は
苦
の
減
に
至
る
道
な
り
と
智
ら
な
い
の
で
あ
る
。
友
よ
、
智
ら
な
い
、
智
ら

な
い
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
故
に
無
智
者
と
い
わ
れ
る
と
。
…
…
友
よ
、
有
智
者
、
有
智
者
と
い
わ
れ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
有

さ
と
さ
と

さ
と

智
者
と
い
わ
れ
る
か
。
友
よ
、
智
る
、
智
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
故
に
有
智
者
と
い
わ
れ
る
。
何
を
智
る
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
は
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さ
と

さ
と

さ
と

さ
と

苦
な
り
と
智
る
。
こ
れ
は
苦
の
集
な
り
と
智
る
。
こ
れ
は
苦
の
減
な
り
と
智
る
。
こ
れ
は
苦
の
減
に
至
る
道
な
り
と
智
る
の
で
あ
る

さ
と
さ
と

友
よ
、
智
る
、
智
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
故
に
有
智
者
と
い
わ
れ
る
。
友
よ
、
識
、
識
と
い
わ
れ
る
が
、
友
よ
、
ど
う
い
う
こ
と

で
識
と
い
わ
れ
る
か
。
友
よ
、
識
る
、
識
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
故
に
識
と
い
わ
れ
る
。
何
を
識
る
の
で
あ
る
か
。
楽
な
り
と
も

識
り
、
苦
な
り
と
も
識
り
、
不
苦
不
楽
な
り
と
も
識
る
の
で
あ
る
。
友
よ
、
識
る
、
識
る
と
い
う
、
そ
の
こ
と
の
故
に
識
と
い
わ
れ

る
。
友
よ
、
お
よ
そ
智
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
↑
お
よ
そ
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
こ
れ
ら
の
法
は
結
合
さ
れ
て
い
る
か
、

或
は
分
離
さ
れ
て
い
る
か
。
ま
た
識
別
し
て
識
別
し
て
こ
れ
ら
の
法
の
差
別
を
施
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
友
よ
、
お
よ
そ
智
で

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
お
よ
そ
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
こ
れ
ら
の
法
は
結
合
さ
れ
て
い
て
、
分
離
さ
れ
て
い
な
い
。
識
別

さ
と

し
て
識
別
し
て
こ
れ
ら
の
法
の
差
別
を
施
設
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
友
よ
、
智
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
識
り
、
識
る

さ
と

と
こ
ろ
の
も
の
を
智
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
の
法
は
結
合
さ
れ
て
い
て
、
分
離
さ
れ
て
は
い
な
い
。
識
別
し
て
識
別
し

て
こ
れ
ら
の
法
の
差
別
を
施
設
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
友
よ
、
結
合
さ
れ
て
い
て
分
離
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
、
お
よ
そ
智
で

あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
お
よ
そ
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
こ
れ
ら
の
法
の
中
で
何
が
差
別
し
て
い
る
か
。
友
よ
、
結
合
さ
れ

て
い
て
分
離
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
、
お
よ
そ
智
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
お
よ
そ
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
、
こ
れ
ら
の

法
の
中
で
智
は
増
修
せ
ら
る
、
へ
き
で
あ
り
、
識
は
遍
知
せ
ら
る
ゃ
へ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
れ
ら
の
差
別
で
あ
る
・
」

さ
と

こ
の
経
典
は
智
と
識
と
の
同
異
を
説
い
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
極
め
て
重
要
な
経
典
で
あ
る
。
こ
の
中
で
「
智
る
と
こ
ろ
の
も
の
を

寺
ぐ
‐
こ

識
り
、
識
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
智
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
智
の
向
っ
て
は
た
ら
く
対
象
と
識
の
向
っ
て
は
た
ら
く
対
象
と
は
同
一
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
対
象
に
向
っ
て
は
た
ら
く
け
れ
ど
も
、
は
た
ら
き
方
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
よ
う
に
ち
が
う
か
と

い
え
ば
、
苦
・
楽
・
拾
の
三
受
に
対
し
て
、
こ
れ
は
苦
で
あ
る
と
か
、
こ
れ
は
楽
で
あ
る
と
か
と
い
う
よ
う
に
判
断
す
る
↑
そ
う
い
う
判

断
作
用
が
識
の
は
た
ら
き
で
あ
る
が
、
同
じ
苦
・
楽
・
捨
の
三
受
に
対
し
て
も
、
三
受
は
結
局
は
す
、
へ
て
苦
受
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に

さ
と

受
け
と
っ
て
い
く
（
そ
れ
が
苦
聖
諦
で
、
そ
れ
を
さ
き
に
は
「
こ
れ
は
苦
な
り
と
智
る
」
と
表
わ
し
た
）
、
そ
う
い
う
は
た
ら
き
が
智
の
は
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た
ら
き
で
あ
る
心
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
三
受
が
結
局
は
苦
で
あ
る
こ
と
を
後
世
に
な
る
と
苦
苦
・
壊
苦
・
行
苦
の
三
苦
を

も
っ
て
説
明
す
る
よ
う
に
な
る
。
）
経
典
は
智
の
は
た
ら
き
を
説
明
す
る
と
き
、
四
聖
諦
を
知
る
の
が
智
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
。

四
聖
諦
は
佛
教
の
真
理
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
佛
教
の
真
理
を
自
覚
す
る
の
が
智
の
は
た
ら
き
で
あ
る
、
と
い
う
一
」
と
に
な

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
識
の
は
た
ら
き
は
苦
な
り
等
と
判
断
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
識
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
向
っ
て
は
た
ら
く
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
を
表
わ
し
て
経
典
に
お
い
て
も
「
楽
な
り
と
も
識
る
、
苦
な
り
と
も
識
る
、
不
苦
不
楽
な
り
と
も
識
る
」
と
い

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
も
」
（
四
宮
）
と
い
う
の
は
、
そ
れ
だ
け
が
識
の
は
た
ら
き
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
苦
・

楽
・
捨
の
三
受
を
例
と
し
て
出
し
た
の
は
、
智
の
は
た
ら
く
対
象
と
し
て
の
苦
聖
諦
に
関
連
せ
し
め
ん
が
た
め
で
あ
ろ
う
。
智
の
は
た
ら

く
相
は
、
そ
れ
ら
三
受
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
す
べ
て
苦
と
し
て
受
け
と
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
受
け
と
り
方
で
あ
っ
た
。
こ

こ
に
は
智
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
四
聖
諦
を
知
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
る
が
、
さ
き
に
も
言
っ
た
よ
う
に
、
四
聖
諦
は
佛
教
の
真
理
を
表
わ

す
も
の
と
し
て
出
し
た
ま
で
で
、
四
聖
諦
と
い
う
形
式
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
要
す
る
に
智
は
如
実
の
智
見
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る

事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
ら
し
め
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
識
と
智
と
が
対
象
を
異
に
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
は
た
ら
く

相
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
見
ら
れ
る
。

次
に
経
典
に
お
い
て
、
識
と
智
と
の
差
別
を
説
い
て
「
智
は
増
修
せ
ら
る
↑
へ
き
で
あ
り
識
は
遍
知
せ
ら
る
、
へ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。

こ
れ
は
、
智
は
さ
と
り
に
役
立
つ
も
の
で
あ
り
、
識
は
さ
と
り
の
た
め
に
は
改
造
せ
ら
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
遍
知
と
い
う
の
は
、
原
始
佛
教
で
は
一
般
に
、
負
・
順
・
痴
の
三
不
善
根
を
断
ず
る
こ
と
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
お
り
、
遍
知
者
と

は
阿
羅
漢
の
こ
と
で
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
負
。
眼
・
痴
が
断
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
識
は
そ
の
ま
ま
で
智
に
転
ず
る
と
い
う
こ
と
が
、

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
識
を
全
く
断
じ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
識
を
断
じ
尽
し
て
し
ま
え
ば
、
人
間
の
存
在
は
無
に
帰
す

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
転
識
得
智
」
と
い
う
と
き
の
、
「
識
を
転
ず
る
」
こ
と
の
意
味
が
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
識
は
人
智
で
あ
り
、
人
智
は
つ
ね
に
客
観
的
立
場
、
第
三
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
智
は
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佛
智
で
あ
っ
て
、
佛
智
は
つ
ね
に
主
体
的
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
佛
教
は
「
智
慧
の
宗
教
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
来
そ

う
い
う
佛
智
の
立
場
に
立
つ
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
従
っ
て
教
え
を
聞
く
場
合
で
も
、
そ
う
い
う
立
場
に
立
っ
て
教
え
が
聞

か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
維
摩
経
の
文
章
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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