
本
書
の
内
容
を
概
観
し
別
評
し
よ
う
。

先
ず
序
説
で
は
一
、
問
題
の
所
在
と
題
し
て
本
書
に
お
け
る
課
題
が
問

題
提
起
を
含
む
形
で
述
ゞ
へ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
中
観
・
琉
伽
の
二
大

思
想
に
代
表
さ
れ
る
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
の
中
に
あ
っ
て
、
如
来
蔵
・
佛
性

思
想
が
如
何
な
る
思
想
的
立
場
に
位
置
し
如
何
な
る
思
想
組
織
を
形
成
し

て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
体
系
的
に
解
明
す
る
の
が
本
書
の
課
題
で
あ

る
と
云
う
。
原
始
佛
教
以
来
の
心
性
清
浄
・
客
塵
煩
悩
説
に
結
合
せ
し
め

ら
れ
、
一
切
衆
生
の
本
質
と
し
て
虚
妄
心
を
単
純
に
否
定
し
た
清
浄
な
る

心
と
い
う
程
度
の
漠
然
と
し
た
実
体
的
観
念
と
理
解
さ
れ
が
ち
な
如
来
蔵

・
佛
性
思
想
の
根
抵
に
、
む
し
ろ
縁
起
空
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
心
性
本
浄

（
Ｉ
心
は
本
性
と
し
て
空
で
あ
る
）
の
論
理
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
名
の
‐

ｏ
昌
呉
５
口
を
提
示
し
、
し
か
し
て
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
が
大
乗
佛
教
の
佛

道
体
系
と
し
て
体
系
的
に
解
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
の
仕
方
は
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
の
共
時
的
大

乗
思
想
の
背
景
を
想
定
す
る
時
に
は
当
然
す
ぎ
る
ほ
ど
当
然
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
次
い
で
二
、
所
依
の
文
献
と
題
し
て
、
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
に
お

け
る
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
を
体
系
的
教
理
的
に
解
明
す
る
た
め
に
は
経
典

書
評
・
紹
介

小
川
一
乗
著

砺
誕
時
織
課
如
来
蔵
・
佛
性
の
研
究
」

中
村
ごﾛｻ･L
rﾙⅢI

隆

（
⑳
副
国
）
の
研
究
に
よ
っ
て
は
充
分
に
果
さ
れ
え
な
い
か
ら
、
そ
の
目
的

で
論
述
さ
れ
て
い
る
諭
書
（
断
黒
目
）
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
罰
画
ｇ
④
‐

唱
吋
四
‐
ぐ
号
颪
畷
‐
旨
②
冨
乱
昌
鷲
国
国
薗
昌
茸
騨
‐
獣
切
曾
Ｐ
（
漢
訳
「
究
寛
一
乗

宝
性
論
」
）
が
研
究
所
依
の
文
献
と
し
て
摘
示
さ
れ
、
加
え
て
、
算
。
原

典
と
し
て
の
宝
性
諭
を
確
実
に
解
釈
す
る
た
め
に
は
宝
性
論
の
原
典
に
最

も
接
近
し
た
時
処
に
あ
っ
て
作
成
せ
ら
れ
そ
の
註
釈
害
と
し
て
確
実
度
の

高
い
釈
疏
の
解
明
が
並
行
さ
れ
る
必
要
あ
り
と
し
て
、
四
件
・
原
典
あ
る
い

は
準
望
鼻
．
原
典
と
し
て
の
貝
ロ
訳
の
釈
疏
の
な
い
現
在
、
ツ
ォ
ン
カ

．
〈
（
房
９
戸
冨
冨
）
の
第
一
弟
子
・
チ
畳
ヘ
ッ
ト
佛
教
学
僧
ダ
ル
マ
リ
ン

チ
ェ
ン
（
丙
鴎
巴
尉
冒
ご
ロ
日
日
四
門
目
目
の
国
届
置
ｌ
匡
紹
）
の
般
若

空
観
的
立
場
か
ら
の
註
釈
害
宝
性
論
釈
疏
育
冨
函
冨
呂
目
官
貝
賜
且

三
鯉
目
塵
冨
画
圃
）
が
最
適
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
著
者

の
主
張
す
る
イ
ン
ド
大
乗
仙
教
に
お
け
る
如
来
蔵
・
仙
性
思
想
の
体
系
的

研
究
お
よ
び
解
明
と
は
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
宝
性
諭
を
研
究

対
象
と
し
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
宝
性
諭
釈
疏
を
そ
の
所
論
の
確
実
な

解
釈
の
た
め
に
研
究
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
極

め
て
曜
実
な
研
究
方
法
と
目
的
と
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
宝
性
論
は
確
か
に
そ
の
作
者
が
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
に
お
け
る
如

来
蔵
・
佛
性
思
想
を
主
題
と
し
そ
れ
を
体
系
的
教
理
的
に
解
明
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
著
者
の
言
わ
れ
る
如
く
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
所
論
は
宝
性

論
作
者
の
解
釈
で
あ
り
見
解
で
あ
る
と
い
う
問
題
の
質
的
限
界
は
論
理
的

事
実
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
更
に
三
、
チ
§
ヘ
ッ
ト
佛

教
に
つ
い
て
と
題
し
て
、
佛
教
研
究
の
資
料
と
し
て
の
チ
ベ
ッ
ト
文
献
に

つ
い
て
の
性
格
と
意
義
と
を
述
べ
、
加
え
て
蔵
外
佛
典
（
チ
今
ヘ
ッ
ト
撰
述
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部
）
と
し
て
の
宝
性
諭
釈
疏
の
意
義
と
価
値
と
に
関
し
て
抱
か
れ
が
ち
な

疑
惑
に
つ
い
て
、
本
研
究
に
お
い
て
そ
の
論
理
的
内
容
の
解
明
に
よ
っ
て

一
掃
さ
れ
る
旨
を
暗
示
し
、
そ
れ
こ
そ
本
研
究
の
成
果
の
一
つ
で
あ
る
こ

と
を
に
お
わ
せ
て
い
る
。

さ
て
本
論
は
二
部
に
編
成
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
部
は
宝
性
論

に
お
け
る
如
来
蔵
・
佛
性
ｌ
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
造
宝
性
論
釈
疏
の
解

読
ｌ
と
題
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
、
第
一
章
は
宝
性
論
の
内
容
と
題
さ
れ
て
宝
性
諭
の
思
想
史
的

性
格
と
思
想
体
系
と
の
解
明
に
つ
い
や
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
著
者
は

先
ず
一
、
宝
性
諭
に
つ
い
て
と
題
し
近
時
の
研
究
書
を
少
し
く
紹
介
す
る
。

次
に
二
、
如
来
蔵
・
佛
性
の
思
想
史
的
性
格
と
題
し
て
、
如
来
蔵
・
佛
性

思
想
が
宝
性
論
に
お
い
て
如
何
な
る
思
想
史
的
性
格
を
有
す
る
も
の
と
し

て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
究
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
如
来
蔵
・
佛
性

思
想
は
般
若
空
観
思
想
の
史
的
発
展
形
態
で
あ
り
、
縁
起
観
↓
般
若
空
観

↓
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
と
い
う
図
式
系
列
に
お
い
て
把
握
せ
ら
れ
る
と
云

う
。
し
か
し
て
山
口
博
土
の
注
意
に
も
と
づ
き
如
来
蔵
経
に
よ
る
宝
性
論

の
所
述
と
雑
阿
含
十
二
の
文
面
と
を
比
較
し
更
に
釈
疏
を
抄
出
し
、
如
来

蔵
が
縁
起
↓
空
性
↓
如
来
蔵
と
い
う
三
次
第
の
思
想
史
的
性
格
を
も
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
更
に
宝
性
論
に
引
用
さ
れ
て
如
来
蔵

思
想
の
か
か
る
三
次
第
を
実
践
面
よ
り
具
体
的
に
述
べ
る
陀
羅
尼
自
在
王

経
の
文
面
に
対
す
る
釈
疏
の
解
読
を
試
み
つ
つ
、
そ
の
三
次
第
の
内
容
を

月
称
↓
ツ
ォ
ン
カ
パ
↓
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
と
い
う
中
観
思
想
の
系
譜
を

も
配
慮
し
っ
ｋ
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
如
来
蔵
・
仙

性
思
想
が
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
に
よ
っ
て
空
性
（
般
若
空
観
説
）
の
方
便

分
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
思
想
史
的
位
置
を
縁

起
説
↓
般
若
空
観
説
の
発
展
を
開
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
宝
性

論
の
思
想
史
的
立
場
は
か
つ
て
山
口
博
士
（
『
般
若
思
想
史
』
八
七
’
九

一
頁
）
に
よ
っ
て
、
ま
た
高
崎
直
道
氏
（
シ
津
ロ
身
○
口
昏
①
馬
騨
自
浄
‐

唱
吋
抄
‐
く
ぎ
冨
唱
も
も
．
麗
１
ｓ
）
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
た
所
で
あ
る
が
、

著
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
見
解
に
確
実
性
を
も
っ
た
新
た
な
知
見
が
加
え

ら
れ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
著
者
は
宝
性
諭
に
お
い
て
示
さ
れ

た
こ
の
三
次
第
（
究
覚
一
乗
）
と
解
深
密
経
に
お
け
る
三
時
教
判
（
究
党

三
乗
）
と
の
相
違
点
に
関
す
る
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
見
解
を
紹
介
し
、

声
聞
で
あ
れ
独
覚
で
あ
れ
一
切
の
者
が
究
党
的
大
乗
的
な
在
り
方
に
帰
一

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
が
究
寛
一
乗
と
い
う
こ
と
の
思
想
史

的
意
義
で
あ
る
と
云
う
。
ま
た
以
上
を
理
由
と
し
て
如
来
蔵
・
佛
性
思
想

が
琉
伽
唯
識
思
想
と
は
関
辿
を
も
た
な
い
別
系
統
の
思
想
で
あ
る
こ
と
を

結
論
的
に
述
・
へ
て
い
る
。
三
、
宝
性
諭
の
所
論
な
る
項
に
お
い
て
は
、
宝

性
諭
の
教
理
体
系
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
み
重
点
的
に
釈
疏
を
依
用
し

つ
き
略
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
七
金
剛
句
（
“
砦
圃
‐
ぐ
且
国
‐
富
：
）
の

中
、
仙
佛
、
③
法
、
⑥
僧
の
三
宝
は
果
で
あ
り
、
帥
界
は
果
な
る
三
宝
を

成
就
す
尋
へ
き
自
相
続
の
質
料
因
（
一
壱
且
目
い
）
、
ま
た
⑤
菩
提
、
⑥
功
徳
、

の
佛
業
は
他
相
続
に
お
い
て
成
就
さ
れ
て
あ
る
助
力
縁
（
め
騨
冒
回
国
‐

冒
騨
ご
島
騨
）
で
あ
る
と
云
う
。
著
者
は
殊
に
釈
疏
の
「
三
宝
を
成
就
す
る

と
い
う
目
的
（
果
）
の
た
め
に
、
界
（
因
）
（
Ｉ
如
来
蔵
曾
昏
凋
騨
圃
‐

彊
号
菌
）
を
施
設
言
冨
３
３
）
し
た
」
と
い
う
一
文
の
施
設
な
る
語
に

注
目
し
山
口
博
士
の
所
論
（
『
般
若
思
想
史
」
三
九
頁
）
を
参
見
し
て
、

如
来
蔵
と
は
縁
起
空
で
あ
る
も
の
が
世
間
的
実
用
と
し
て
施
設
さ
れ
た
態
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（
空
義
含
ご
印
画
‐
胃
昏
騨
）
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
勝

義
諦
と
し
て
の
空
性
の
世
間
的
実
用
（
両
巨
匠
園
‐
ぐ
制
く
騨
薗
目
）
」
で
あ

る
と
規
定
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
著
者
の
創
見
と
し
て
意
義
あ
る
点
と
思

わ
れ
る
。

第
二
章
は
漢
訳
語
「
佛
性
」
の
原
語
に
つ
い
て
と
題
さ
れ
、
漢
訳
語

「
佛
性
」
の
原
語
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
解
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。
先
ず
そ
の
第
一
の
項
で
宝
性
論
の
思
想
解
明
に
お
い
て
そ
の
焦
点
と

な
る
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
如
来
蔵
（
威
律
〕
鍔
鼻
甲

盟
号
冒
）
と
シ
ノ
ニ
ム
と
考
え
ら
れ
る
漢
訳
語
「
佛
性
」
の
原
語
を
明
確

に
す
る
必
要
性
を
述
べ
、
第
二
の
項
で
漢
訳
宝
性
論
に
見
出
さ
れ
る
佛
性

と
そ
の
原
語
と
を
胡
ほ
ど
摘
出
し
考
査
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
始
め
に
例

外
的
な
三
用
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
次
い
で
佛
性
に
相
当
す
る
原
語

詔
用
例
を
、
側
目
且
冨
‐
号
騨
ロ
」
曾
昏
凋
餌
３
‐
号
煕
届
と
②
盲
目
園
‐

噌
号
盲
》
（
国
昌
凋
図
冨
‐
唱
号
富
）
と
③
ｅ
ロ
目
冒
‐
〕
唱
曾
“
》
冨
昏
？

噌
冨
‐
噌
）
蔚
一
と
の
三
ク
ラ
ス
に
整
理
分
類
す
る
。
第
三
の
項
で
は
そ
の

睡
屏
．
原
語
三
ク
ラ
ス
六
語
を
⑱
陣
原
典
宝
性
論
よ
り
摘
出
し
そ
の
漢
訳

語
を
調
査
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
盲
目
冒
‐
自
弾
ロ
（
あ
る
い
は

国
津
勗
盟
国
‐
：
呉
ロ
）
が
佛
教
の
一
般
訳
語
例
か
ら
考
察
す
る
と
直
訳
的

に
は
佛
界
・
如
来
界
と
撰
訳
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
直
訳
態
と
し
て

佛
性
・
如
来
性
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
点
を
留
意
す
る
必
要
あ
り
と
し
て
指

摘
す
る
。
更
に
目
＆
富
‐
鴨
号
冒
が
直
訳
的
に
は
仙
蔵
（
Ｉ
如
来
蔵
）

と
漢
訳
さ
れ
る
．
へ
き
で
あ
る
の
に
一
方
で
如
来
蔵
と
澳
訳
さ
れ
っ
氏
他
方

で
佛
性
と
漢
訳
さ
れ
て
い
る
点
を
注
目
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
如
来
蔵
・
俳

蔵
と
佛
性
と
が
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
。
ま
た
弓
且
‐

倖
四
‐
〕
噌
茸
色
が
言
＆
富
‐
号
騨
屋
と
共
に
佛
性
の
原
語
と
し
て
適
切
な

も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
要
す
る
に
佛
性
の
原
語
と
し
て
は
冒
呂
目
‐

号
騨
巨
が
大
勢
と
し
て
適
当
な
も
の
で
あ
り
、
佛
性
の
概
念
も
ま
た

‐
合
算
こ
．
‐
喝
吋
騨
』
‐
嘔
号
富
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
て
い

る
。
第
四
の
項
に
お
い
て
は
大
乗
浬
梁
経
に
お
け
る
洩
訳
「
佛
性
」
の
原

語
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
相
当
原
語
と
し
て
３
昏
凋
沙
扇
‐
咽
号
冒
と

蔚
昏
樹
四
冨
‐
〔
冒
喫
ロ
と
を
水
谷
幸
正
氏
の
研
究
に
よ
り
指
摘
す
る
。
第

五
の
項
に
お
い
て
は
従
来
安
易
に
還
元
め
ぼ
．
原
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
ご
ロ
且
冒
国
と
ウ
ロ
＆
冒
す
国
と
が
漢
訳
「
佛
性
」
の
原
語
で
な
い

こ
と
を
留
意
し
て
い
る
。
し
か
し
て
著
者
は
第
六
の
項
に
お
い
て
上
の
考

察
に
よ
っ
て
判
別
し
た
佛
性
の
三
原
語
の
シ
ノ
’
一
ム
と
し
て
結
合
す
る
に

至
る
経
過
お
よ
び
思
想
的
関
係
の
究
明
を
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
提
示
す

る
が
、
本
論
文
の
目
的
が
宝
性
論
に
お
い
て
大
乗
佛
教
と
し
て
体
系
化
さ

れ
た
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
の
中
で
の
こ
の
三
原
語
の
意
義
を
探
索
す
る
に

あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
以
上
の
如
く
著
者
は
漢
訳
語
「
佛
性
」
を
媒
介

と
し
て
そ
の
原
語
を
詳
細
に
探
索
す
る
こ
と
に
よ
り
如
来
蔵
思
想
の
基
本

構
造
を
解
明
す
る
た
め
の
確
実
に
し
て
正
統
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
視
点

を
把
捉
し
え
て
い
る
。
ま
た
著
者
の
指
摘
す
る
三
原
語
の
あ
る
も
の
、
例

え
ば
頃
）
茸
騨
な
ど
が
一
方
で
す
で
に
大
乗
そ
の
他
の
諸
経
典
に
探
索
さ
れ

そ
の
思
想
的
原
流
が
解
明
さ
れ
っ
上
あ
る
か
ら
、
著
者
の
研
究
は
そ
れ
に

呼
応
し
て
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
草
は
如
来
蔵
・
佛
性
の
三
種
義
と
題
さ
れ
、
そ
こ
で
は
如
来
蔵
・

佛
性
思
想
が
イ
ン
ド
大
乗
佛
教
に
お
い
て
如
何
に
理
解
煮
釈
さ
れ
て
い
る

か
が
、
殊
に
そ
の
中
心
問
題
で
あ
る
「
一
切
有
情
悉
有
佛
性
（
⑫
自
国
Ｐ
‐

ワゅ
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閏
＃
く
留
菌
昏
騨
咽
冨
‐
唱
号
冨
乞
」
と
い
う
命
題
の
意
味
内
容
に
焦
点
を

置
く
形
で
解
明
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
先
ず
そ
の
第
一
の
項
で
如
来
蔵
・

佛
性
と
い
う
術
語
に
つ
い
て
そ
の
意
義
を
、
宝
性
論
の
如
来
・
佛
が
果
で

如
来
蔵
・
佛
性
が
因
で
あ
る
と
す
る
基
本
的
所
論
に
も
と
づ
き
、
〃
如
来

・
佛
を
得
る
た
め
の
因
舎
①
目
）
″
〃
佛
・
如
来
と
な
る
．
へ
き
種
姓
命
○
Ⅱ

曾
四
）
″
〃
佛
・
如
来
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
胎
蔵
（
悪
号
冨
）
〃
と
理
解
し
、

し
か
し
て
如
来
蔵
も
佛
性
も
依
主
釈
の
関
係
に
理
解
さ
れ
る
。
へ
き
合
成
語

で
あ
る
こ
と
を
明
し
、
ま
た
釈
疏
の
解
釈
を
提
示
し
て
佛
・
如
来
イ
コ
ー

ル
佛
性
・
如
来
蔵
と
す
る
見
解
を
厳
し
く
否
定
し
て
い
る
。
第
二
の
項
で

は
「
如
来
蔵
が
有
る
（
悉
有
佛
性
）
」
と
説
か
れ
る
べ
き
論
理
的
根
拠
で
あ

り
「
如
来
蔵
が
有
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
内
容
を
説
明
す
る
如
来
蔵
・

佛
性
の
三
種
の
義
を
、
宝
性
論
の
所
論
お
よ
び
釈
疏
の
解
釈
を
抄
出
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
明
示
し
て
い
る
。
第
三
の
項
で
は
そ
の
第
一
義
「
如
来
の

法
身
（
号
肖
日
騨
‐
圃
冨
）
が
遍
満
し
て
い
る
義
」
に
つ
い
て
、
釈
疏
の
解

説
を
参
照
し
つ
ふ
討
究
を
進
め
、
「
法
界
の
作
業
（
は
た
ら
き
）
が
遍
満

し
て
い
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
法
界
（
号
肖
日
四
‐
号
弾
ロ
ー
聖
法
の
因

た
る
も
の
合
胃
口
扇
‐
言
目
言
騨
）
の
等
流
と
し
て
の
如
来
の
聖
教
が
常
に

一
切
有
情
に
は
た
ら
き
か
け
て
お
り
、
一
切
有
情
は
何
時
で
も
そ
の
説
法

を
聞
き
う
る
可
能
性
の
中
に
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ

る
と
結
論
し
て
い
る
。
第
四
の
項
で
は
第
二
義
「
如
来
の
真
如
（
曾
昏
四
国
）

が
無
差
別
で
あ
る
義
」
に
つ
い
て
、
釈
疏
を
参
照
し
つ
つ
他
面
で
如
来
と

真
如
と
の
概
念
と
そ
の
関
連
性
な
ど
を
も
考
慮
し
っ
狸
討
究
を
進
め
、
し

か
し
て
そ
れ
は
「
真
如
（
Ｉ
本
性
清
浄
、
本
性
空
）
と
い
う
本
来
性
の
意

味
に
お
い
て
如
来
と
有
情
と
に
差
別
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
る
と
結
論
し
、
し
か
も
第
二
義
の
中
に
真
如
の
如
く
に
お
か
れ

て
い
な
い
有
情
に
お
い
て
真
如
が
開
顕
せ
し
め
ら
れ
有
情
が
真
如
の
如
く

に
お
か
れ
て
い
く
と
い
う
意
味
を
看
取
し
う
る
と
見
て
い
る
。
第
五
の
項

で
は
第
三
義
「
如
来
の
種
姓
（
唱
茸
四
）
が
あ
る
（
留
日
ｇ
い
く
国
）
義
」
に

つ
い
て
同
様
に
釈
疏
を
参
照
し
つ
上
討
究
を
進
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
先

ず
噌
耳
四
に
つ
い
て
「
本
性
住
の
種
姓
（
官
己
向
日
‐
の
曹
四
‐
唱
苛
四
）
」
と

「
修
得
完
成
せ
ら
れ
た
る
種
姓
（
留
日
ロ
忌
日
国
‐
噌
茸
四
）
」
と
の
二
義
あ

る
点
を
、
ま
た
前
者
に
よ
っ
て
法
身
（
烏
閏
目
“
‐
圃
制
）
の
、
後
者
に

よ
っ
て
二
色
身
（
昌
冨
‐
圃
冨
）
の
得
ら
れ
る
こ
と
を
、
更
に
前
者
か
ら

後
者
へ
の
悲
的
動
向
を
看
取
し
、
し
か
し
て
第
三
義
は
「
真
如
が
佛
道
修

得
の
上
で
本
性
住
の
種
姓
（
因
）
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
真
如
が
佛
道

の
修
習
に
よ
っ
て
開
覚
さ
れ
修
得
完
成
さ
れ
た
る
種
姓
（
果
）
へ
と
展
開

せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
が
一
切
有
情
に
課
せ
ら
れ
て
い

る
」
と
い
う
意
味
を
示
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
第
六
の
項
で
は

以
上
に
諭
明
さ
れ
た
三
義
に
つ
い
て
結
論
を
略
説
し
第
一
義
を
悉
有
佛
性

の
還
相
的
説
明
、
第
二
義
を
本
質
論
的
説
明
、
第
三
義
を
往
相
的
説
明
と

看
倣
し
、
更
に
第
一
義
に
お
け
る
法
身
に
よ
っ
て
は
慈
悲
的
な
宗
教
事
実

が
、
第
二
義
に
お
け
る
真
如
と
第
三
義
に
お
け
る
種
姓
と
に
よ
っ
て
は
如

来
の
智
慧
的
な
縁
起
空
と
い
う
根
源
的
事
実
が
示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し

て
い
る
。
加
え
て
釈
疏
の
所
説
を
引
用
し
て
そ
れ
ら
の
点
を
再
確
認
し
、

最
後
に
そ
れ
ら
三
種
義
に
対
す
る
解
明
の
中
に
看
取
さ
れ
る
一
貫
し
た
点

と
し
て
、
「
悉
有
佛
性
」
の
意
味
内
容
が
「
佛
教
の
勝
義
で
あ
る
般
若
空
・

真
如
が
世
間
・
世
界
に
顕
現
し
て
空
の
世
界
形
成
を
果
遂
す
る
意
味
の
も

の
」
と
し
て
解
明
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
七
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の
項
で
は
如
来
蔵
の
三
種
義
に
関
し
て
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
が
詳
細
に
検

討
を
加
え
て
い
る
釈
琉
の
「
如
来
蔵
州
」
の
釈
序
に
相
当
す
る
部
分
に
つ

い
て
の
解
読
（
和
訳
）
を
適
切
な
科
文
を
附
し
て
載
せ
て
い
る
。
ア
ー
ラ

ャ
識
を
真
識
と
看
倣
し
て
如
来
蔵
と
同
視
す
る
よ
う
な
立
場
へ
の
批
判
を

指
摘
す
る
な
ど
、
釈
疏
の
イ
ン
ド
的
大
乗
的
思
帷
方
法
に
注
意
を
求
め
て

い
る
。
以
上
の
如
く
著
者
の
研
究
に
は
文
献
学
的
に
確
実
な
根
拠
を
求
め

加
え
て
解
釈
学
的
と
も
云
う
べ
き
論
理
的
な
解
明
が
附
与
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
卓
越
し
た
独
創
性
の
中
に
も
客
観
度
の
極
め
て
高
い
説
得
力
が

一
貫
し
て
い
る
。
ま
た
著
者
に
お
い
て
は
研
究
の
前
提
と
な
る
砦
の
。
巳
い
‐

丘
○
口
が
少
し
く
濃
厚
で
あ
る
よ
う
に
見
う
け
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
点

が
方
法
論
的
に
は
成
功
を
納
め
た
要
因
な
の
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
に
お
い
て
は
．
切
有
情
に
如
来
蔵
・
佛
性
が
有
る
と
説
示
す

る
必
要
性
（
冒
畠
○
雷
二
四
）
」
を
解
明
す
る
た
め
に
宝
性
論
本
文
「
為
何
義

説
品
」
に
対
す
る
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
釈
疏
の
解
読
和
訳
が
試
み
ら
れ

て
い
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
既
に
宝
性
論
に
お
け
る
如
来
蔵
・
佛
性
思
想

は
そ
の
思
想
史
的
立
場
が
第
一
章
に
お
い
て
、
そ
の
思
想
的
意
味
が
第
三

章
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
究
明
さ
れ
、
般
若
空
観
思
想
の
発
展
々
開
し
た
形

態
と
し
て
の
具
薗
国
‐
冨
昌
国
で
あ
る
こ
と
が
解
明
さ
れ
た
が
、
続
い
て

如
来
蔵
・
佛
性
思
想
が
何
故
に
提
唱
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と

い
う
史
的
教
理
的
必
然
性
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

が
解
読
和
訳
の
理
由
で
あ
る
。
ま
た
釈
疏
に
お
い
て
般
若
空
観
か
ら
如
来

蔵
・
佛
性
思
想
へ
の
思
想
史
的
展
開
が
聡
伽
唯
識
思
想
と
の
対
比
に
よ
っ

て
解
明
さ
れ
、
三
思
想
相
互
の
性
格
が
明
か
に
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
現
今

の
学
界
に
と
っ
て
考
慮
す
べ
き
内
容
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
も
和
訳
の
理

由
の
如
く
で
あ
る
。
和
訳
に
は
弓
号
原
本
の
頁
数
と
共
に
科
文
が
詳
し

く
附
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
必
要
な
限
り
の
還
元
め
再
原
語
と
補
足
語
な

ど
を
も
添
じ
、
加
え
て
可
能
な
限
り
の
註
記
を
附
す
る
な
ど
、
細
心
の
注

意
と
努
力
と
が
払
わ
れ
て
い
る
。
和
訳
の
適
否
に
つ
い
て
は
肖
号
．
原
本

と
の
対
照
の
上
で
再
読
す
る
機
会
を
得
な
い
の
で
責
任
あ
る
判
断
を
下
し

え
な
い
が
、
一
読
し
た
限
り
で
は
好
完
な
和
訳
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
同

学
の
徒
に
と
っ
て
必
ず
一
見
す
べ
き
良
き
参
考
文
献
と
な
る
こ
と
は
疑
い

な
い
。第

五
章
は
常
楽
我
浄
の
四
波
羅
蜜
多
に
つ
い
て
と
題
さ
れ
、
如
来
蔵
・

佛
性
思
想
に
お
い
て
如
来
職
・
佛
性
の
果
相
と
し
て
説
か
れ
る
四
波
羅
蜜

多
の
内
容
が
釈
疏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
第
一
の
項
で
大

乗
思
想
に
お
け
る
波
羅
蜜
多
に
つ
い
て
概
観
し
て
六
波
羅
蜜
多
と
四
波
羅

蜜
多
と
の
思
想
的
異
同
を
論
じ
、
「
浄
我
楽
常
の
功
徳
波
羅
蜜
多
（
唱
箇
‐

冨
国
昌
威
）
で
あ
る
」
と
い
う
宝
性
諭
本
文
を
摘
示
し
て
四
波
羅
蜜
多
を
、

〃
究
筧
的
境
地
に
到
達
し
た
状
態
″
と
い
う
意
味
で
の
六
波
羅
蜜
多
に
対

し
、
そ
う
い
う
究
極
的
な
状
態
に
あ
る
法
身
の
功
徳
の
内
容
を
示
し
て
い

る
も
の
で
、
法
身
に
対
す
る
四
顧
倒
の
対
治
と
い
う
性
格
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
と
見
て
い
る
。
第
二
の
項
で
は
果
と
し
て
の
四
波
羅
蜜
多
と
そ
の

因
と
し
て
の
「
大
乗
法
に
対
す
る
信
解
等
」
と
の
関
係
が
、
界
（
目
弾
ロ
・

如
来
蔵
・
佛
性
）
の
意
味
を
正
し
く
了
解
せ
し
め
る
た
め
の
十
種
義
（
目
Ⅱ

昏
四
）
（
宝
性
諭
第
一
章
第
二
九
偶
以
下
）
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
第
三
の
項
で
は
四
波
羅
蜜
多
と
し
て
の
常
楽
我
浄
の
思

想
的
意
義
を
、
宝
性
諭
と
釈
疏
と
を
参
照
し
て
四
極
顛
倒
と
し
て
の
常
楽

我
浄
お
よ
び
四
種
不
顛
倒
と
の
関
係
か
ら
解
明
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
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「
有
無
の
二
辺
を
遠
離
し
た
究
寛
的
大
乗
の
立
場
〃
空
亦
復
空
″
」
を
表

明
し
た
も
の
と
予
見
し
て
い
る
。
第
四
の
項
で
は
四
波
羅
蜜
多
の
内
容
に

つ
い
て
宝
性
諭
本
文
宗
冥
ゞ
馬
鼻
固
曽
菖
当
ｌ
や
窃
息
．
息
）
に
対

す
る
釈
疏
に
よ
っ
て
解
明
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
浄
（
皆
弓
騨
）
波

羅
蜜
多
が
因
な
る
信
解
（
且
三
目
烏
吐
）
に
と
っ
て
の
果
で
あ
り
本
性
清

浄
と
離
垢
消
浄
と
を
内
容
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
（
最
勝
）
我
（
冒
圃
目
騨
‐

弾
白
砂
目
）
波
羅
蜜
多
が
因
な
る
般
若
波
羅
蜜
多
に
と
っ
て
の
果
で
あ
り
人

法
二
無
我
を
内
容
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
楽
（
印
鳥
目
）
波
羅
蜜
多
が
因
な

る
三
味
（
箇
冒
曽
冒
）
に
と
っ
て
の
果
で
あ
り
煩
悩
と
所
知
と
の
二
障
と

そ
れ
ら
の
習
気
（
ぐ
留
四
風
）
と
を
断
除
す
る
こ
と
に
よ
る
苦
の
止
息
を
内

容
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
常
（
昌
辱
四
）
波
羅
蜜
多
が
因
な
る
大
悲
（
日
四
目
‐

冨
目
目
）
に
と
っ
て
の
果
で
あ
り
大
悲
（
と
誓
願
と
に
よ
る
菩
薩
行
）
の

は
た
ら
き
の
常
恒
性
と
（
菩
薩
行
の
実
践
態
で
あ
る
有
無
の
二
辺
を
遠
離

し
た
）
無
住
処
浬
藥
の
は
た
ら
き
の
常
恒
性
と
を
内
容
と
す
る
と
い
う
こ

と
を
究
明
し
て
い
る
。
第
五
の
項
に
お
い
て
著
者
は
更
に
四
波
羅
蜜
多
の

ｅ

内
容
に
関
す
る
釈
疏
の
解
釈
を
摘
出
し
、
四
波
羅
蜜
多
が
法
身
の
功
徳
の

殊
別
性
（
す
な
わ
ち
自
性
殊
別
、
円
満
殊
別
、
時
殊
別
）
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
点
を
指
摘
し
、
か
つ
四
波
羅
蜜
多
の
内
容
の
中
に
大
乗
の
実
践

道
と
し
て
の
空
亦
復
空
の
表
示
を
見
出
し
、
ま
た
四
波
維
蜜
多
の
思
想
的

根
抵
と
し
て
法
身
の
根
本
で
あ
る
般
若
と
大
悲
と
の
論
理
を
看
取
し
え
て

い
る
。
以
上
の
如
く
こ
の
章
で
は
如
来
蔵
・
佛
性
の
果
相
と
し
て
の
四
波

羅
蜜
多
の
思
想
的
意
義
が
釈
疏
の
解
釈
を
通
し
て
論
理
的
に
秩
序
正
し
く

解
明
さ
れ
て
い
る
。

第
二
部
は
如
来
蔵
・
佛
性
の
本
意
ｌ
結
文
と
し
て
の
試
論
ｌ
と
題

さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
、
第
一
章
は
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
の
動
向
と
題
さ
れ
、
先
の
所

論
で
充
分
に
予
想
せ
ら
れ
た
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
の
本
意
の
論
理
的
軌
跡

を
基
礎
づ
け
て
い
る
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
の
動
向
に
つ
い
て
考
察
が
進
め
ら

れ
再
確
認
の
作
業
が
な
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
第
一
の
項
で
慈

悲
（
日
巴
茸
の
菌
‐
冒
目
風
）
な
る
語
の
語
源
的
意
味
を
解
釈
学
的
に
探
索

し
、
そ
の
意
義
を
思
想
内
容
的
に
智
慧
の
世
間
化
・
智
慧
の
世
間
的
実
用

（
冨
口
巨
畠
‐
ぐ
穂
ご
巴
風
同
鴛
の
］
息
昌
○
巴
胃
四
３
８
）
と
理
解
し
、
し
か
し

て
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
と
い
う
必
然
的
動
向
の
基
礎
に
両
者
の
相
即
性
と
い

う
論
理
を
見
出
し
て
い
る
。
次
に
第
二
の
項
で
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
が
般

若
空
観
に
対
す
る
批
判
と
し
て
発
展
全
開
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
第

一
部
第
一
章
の
二
に
論
じ
た
縁
起
↓
般
若
空
↓
如
来
蔵
と
い
う
三
次
第

の
図
式
な
ど
を
も
っ
て
再
確
認
し
、
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
が
般
若
空
観
の

方
便
分
で
あ
り
世
間
的
実
用
と
し
て
実
践
的
に
顕
出
さ
れ
よ
う
と
し
た
慈

悲
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
て
、
思
想
史
的
に
も
〃
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
の
動

向
″
の
上
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
明
し
て
い
る
。
第

三
の
項
で
は
宝
性
諭
に
お
い
て
悉
有
佛
性
を
解
明
す
る
た
め
に
示
さ
れ
て

い
る
三
種
義
の
内
容
を
再
確
認
し
、
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
が
教
理
的
に
も

〃
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
の
動
向
″
の
上
で
理
解
さ
れ
る
《
へ
き
性
格
の
も
の
で

あ
る
こ
と
を
論
明
し
て
い
る
。
第
四
の
項
で
は
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
の
動
向

を
説
明
す
る
有
力
な
表
現
方
法
と
し
て
宝
性
論
に
お
け
る
四
種
の
佛
身
説

を
挙
示
し
、
殊
に
法
身
（
自
性
身
）
か
ら
色
身
（
受
用
身
・
変
化
身
）
へ

と
い
う
佛
身
説
の
中
に
そ
の
経
緯
の
典
型
を
看
取
し
佛
身
説
の
意
味
を
追

究
し
て
い
る
。
第
五
の
項
で
は
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
の
教
理
史
的
な
意
義

局『ー
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が
智
慧
か
ら
慈
悲
へ
の
動
向
の
事
実
の
上
で
悉
有
佛
性
と
説
か
れ
て
い
る

点
に
あ
る
と
し
、
悉
有
佛
性
の
果
相
と
し
て
の
内
容
で
あ
る
四
波
羅
蜜
多

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
空
亦
復
空
と
い
う
大
乗
佛
教
の
実
践
道
こ
そ
が

智
慧
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
慈
悲
の
究
寛
的
な
在
り
方
で
あ
り
内
容
で
あ

る
と
見
て
い
る
。
第
六
の
項
で
は
既
に
究
朋
せ
ら
れ
た
所
に
も
と
づ
き
、

如
来
蔵
・
佛
性
思
想
の
主
題
で
あ
る
悉
有
俳
性
の
成
立
の
基
盤
と
し
て
、

如
来
の
智
慧
に
お
い
て
一
切
衆
生
が
本
来
の
態
と
し
て
本
性
空
（
本
性
清

浄
）
で
あ
る
と
い
う
根
抵
的
な
事
実
と
如
来
の
智
慧
の
は
た
ら
き
と
し
て

の
慈
悲
に
よ
っ
て
一
切
有
情
が
は
た
ら
き
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
宗
教

的
な
事
実
と
の
二
つ
の
事
実
性
を
提
示
し
、
か
つ
如
来
蔵
・
佛
性
に
対
す

る
理
解
と
し
て
の
佛
の
自
性
、
自
性
清
浄
心
、
菩
提
心
な
ど
の
観
念
を
本

性
空
の
背
景
の
も
と
に
再
検
討
す
ゞ
へ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

以
上
の
如
く
第
二
祁
第
菫
早
は
第
一
部
に
お
い
て
究
明
し
え
た
如
来
蔵
・

佛
性
思
想
の
根
抵
に
あ
る
大
乗
の
基
本
諭
珊
を
哲
学
的
思
索
と
も
い
う
べ

き
し
、
ヘ
ル
で
統
一
的
に
要
略
し
解
明
を
加
え
た
も
の
で
あ
り
極
め
て
適
正

な
論
述
よ
り
な
っ
て
い
る
．

第
二
章
は
悉
有
仙
性
の
意
義
ｌ
一
関
提
不
成
佛
に
つ
い
て
ｌ
と
題

さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
第
一
の
項
で
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
が
如
来
の
慈
悲

の
事
実
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
本
願
含
日
ぐ
鯉
：

胃
眉
邑
〕
習
秒
）
思
想
と
同
一
の
思
想
基
朧
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ば
た
ら
さ

第
二
の
項
で
は
悉
有
佛
性
思
想
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
智
慧
の
慈
悲
と
い

う
事
実
に
対
応
し
て
問
題
と
な
る
一
闘
提
不
成
佛
と
い
う
課
題
に
お
け
る

一
関
提
な
る
語
に
つ
い
て
解
明
し
て
い
る
。
諸
の
辞
書
・
索
引
の
用
例
や

大
乗
経
典
諸
訳
の
訳
語
例
を
精
査
し
て
原
語
月
旦
〕
旨
昌
冨
を
確
認
し
、

語
源
語
義
の
解
釈
を
な
し
て
〃
輪
廻
に
愛
執
し
て
佛
法
を
か
え
り
み
な

い
者
″
の
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
、
〃
断
善
根
に
し
て
般
浬
桑
す
る
性
質

（
目
胃
ロ
邑
酋
）
の
な
い
者
″
と
解
釈
さ
れ
る
、
へ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
第

三
の
項
に
お
い
て
は
一
関
提
が
仙
有
佛
性
か
無
佛
性
か
と
②
成
佛
か
不
成

佛
か
と
い
う
二
点
を
悉
有
仙
性
と
の
関
連
に
お
い
て
問
題
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
大
乗
浬
渠
経
や
入
傍
伽
経
お
よ
び
宝
性
論
に
お
い
て
一
剛
提
の

定
義
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
「
巣
浬
葉
す
る
種
姓
命
○
吋
四
）
の
な
い
者
」
の

意
味
に
つ
い
て
、
大
乗
荘
厳
経
論
（
第
四
の
種
姓
品
第
十
一
偶
以
下
）
に

対
す
る
安
慧
の
註
釈
と
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
一
一
ン
の
宝
性
論
釈
疏
と
の
解
釈
を

探
索
し
て
、
悉
有
佛
性
の
立
場
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
現
実
的
に
般
浬
梁
す
る
性
質
の
な
い
も
の
と
い
わ

れ
て
も
仕
方
の
な
い
よ
う
な
者
が
存
在
し
て
い
る
事
実
を
啓
蒙
的
教
誠
的

に
非
難
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
仮
設
（
胃
Ｐ
司
眉
は
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
一
剛
提
の
有
佛
性
な
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
次
に

一
闘
提
と
は
有
佛
性
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
成
佛
す
べ
き
者
で
あ
り
な
が

ら
現
に
成
佛
し
え
な
い
者
と
し
て
不
成
仙
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
的
な
宗
教

的
実
存
性
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
、
一
閖
提
の
不
成
佛
を

論
明
し
て
い
る
。
第
四
の
項
に
お
い
て
入
傍
伽
経
の
所
説
を
引
用
し
て
、

〃
善
根
を
捨
離
し
て
般
浬
梁
す
る
性
質
の
な
い
一
間
提
″
と
〃
一
切
有
情

の
た
め
の
無
始
時
来
の
誓
願
の
あ
る
菩
雌
に
し
て
畢
寛
じ
て
般
浬
婆
し
な

い
一
閾
提
″
と
の
二
種
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
後
者
を
前
者
に
対
す
る
如

来
の
大
悲
利
他
の
菩
薩
行
と
し
て
注
目
し
、
し
か
し
て
こ
の
例
を
も
っ
て

如
来
蔵
・
佛
性
思
想
に
お
け
る
悉
有
佛
性
の
意
義
は
大
悲
無
倦
の
事
実
を

示
す
に
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
以
上
の
如
く
第
二
章
は
悉
有
佛
性
思
想
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に
お
い
て
当
然
に
課
題
と
し
て
予
想
せ
ら
れ
る
一
関
提
不
成
佛
の
問
題
を

取
り
挙
げ
第
一
部
に
て
究
明
し
え
た
諸
見
解
を
総
合
し
思
想
内
容
の
具
体

性
を
み
ご
と
に
把
捉
し
適
正
な
結
論
を
導
出
し
え
て
い
る
。

以
上
概
観
別
評
し
た
如
く
本
論
文
は
宝
性
論
に
お
け
る
イ
ン
ド
大
乗
佛

教
と
し
て
の
如
来
蔵
・
佛
性
思
想
を
、
ダ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
の
釈
疏
の
解

読
を
通
し
て
考
察
し
、
そ
の
思
想
体
系
の
基
本
的
描
造
を
重
点
的
に
解
明

し
た
始
め
て
の
も
の
と
し
て
画
期
的
な
成
果
を
納
め
た
も
の
で
あ
る
。
学

会
に
て
予
想
せ
ら
れ
て
い
た
種
々
の
重
要
問
題
が
信
頼
に
た
る
資
料
と
そ

の
公
正
な
批
判
と
に
よ
り
確
実
な
根
拠
の
上
に
解
関
せ
ら
れ
た
こ
と
は
斯

学
の
発
展
の
た
め
に
よ
ろ
こ
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
多
少
そ
の
論
述
が
煩

項
で
は
あ
る
が
問
題
の
提
起
・
展
開
・
考
証
・
帰
結
な
ど
論
旨
は
一
貫
し

て
明
快
で
あ
る
。
論
文
全
体
を
通
し
て
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
に
思
わ
れ

る
仮
説
も
極
め
て
安
定
度
が
高
く
佛
教
研
究
と
し
て
は
正
統
派
に
属
す
る

重
厚
さ
を
有
し
て
い
る
。
著
者
の
所
論
が
常
に
山
口
博
士
の
見
解
に
求
心

的
に
還
元
し
て
ゆ
く
研
究
態
度
と
浄
土
思
想
的
発
想
に
結
合
し
て
ゆ
く
求

道
的
態
度
と
に
は
不
合
理
な
点
は
毫
も
な
く
、
む
し
ろ
若
い
学
者
と
し
て

の
学
的
誠
実
さ
と
謙
虚
さ
と
を
思
わ
せ
好
感
の
も
て
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
最
後
に
記
し
と
ど
め
た
い
。

（
昭
年
四
四
年
二
月
、
文
栄
堂
、
Ａ
五
版
、
一
、
八
○
○
門
）
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