
本
稿
は
、
昭
和
四
十
四
年
二
月
十
二
日
、
日
本
学
士
院
の
例
会
で
、
論
文
提
出
と
し
て
発
表
し
た
「
浄
土
に
つ
い
て
」
の
文
章
（
「
日
本

学
士
院
紀
要
」
第
二
十
七
巻
第
二
号
所
載
）
に
、
若
干
の
袖
訂
を
施
し
た
も
の
て
あ
る
。

京
都
大
学
文
学
部
佛
教
学
の
梶
山
雄
一
氏
が
、
一
昨
年
秋
か
ら
昨
年
六
月
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
で
佛
教
学
の
講

義
を
さ
れ
、
六
月
帰
国
早
々
、
六
月
二
十
八
日
の
読
売
新
聞
宗
教
欄
に
、
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
宗
教
運
動
の
一
般
的
な
事
情
」
に
つ
い

て
一
文
を
寄
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
梶
山
氏
は
い
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
青
年
た
ち
の
問
で
は
！
キ
リ
ス
ト
教
も
佛
教
も
、
イ
ン
ド
教
を
も
含
め
た
伝
統
的
宗
教
一
般
に
つ
い
て
、
批
判
と
新
解

釈
が
生
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
が
現
代
人
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
意
味
を

再
発
見
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
研
究
す
る
学
者
た
ち
の
間
で
、
か
な
り
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
。
：
・
・
：
そ
う
い
う

状
勢
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
間
で
は
、
日
本
の
浄
土
教
の
僧
侶
の
間
に
ア
ミ
ダ
佛
と
い
う
こ
と
も
、
浄
土
と
い
う
こ
と
も
、
「
伝
統
的

浄
｜
浄
土
教
が
佛
教
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
内
外
の
識
者
に
違
和
感
を
抱
か
せ
て
い
、
る

ｆ
に
つ

h，

て

山
口

溢
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と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
佛
教
と
し
て
は
、
「
ア
ミ
ダ
佛
及
び
浄
土
が
実
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
佛
教
の
根
本
的
立
場
か
ら

言
っ
て
異
な
こ
と
で
あ
り
、
違
和
感
を
催
お
す
他
な
い
と
い
う
、
言
い
方
な
の
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
青
年
た
ち
が
、
そ
う
い
う
言
い
方
を
す
る
の
は
、
西
洋
の
知
識
人
の
間
に
あ
っ
て
、
佛
教
と
言
え
ば
、
二
五
○
○
年
前
の

さ
と
り

イ
ン
ド
に
お
い
て
、
ゴ
ー
タ
マ
釈
迦
牟
尼
の
正
覚
に
よ
っ
て
、
そ
の
歴
史
を
出
発
し
た
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
ゴ
ー
タ
マ
釈
迦
牟
尼
の
教
説

は
、
一
八
○
○
年
代
の
後
半
以
来
＄
そ
の
教
説
の
誌
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
の
原
典
が
、
英
、
独
、
佛
語
な
ど
に
訳
せ
ら
れ
、
そ
の
概
説
害

承
な
も
と

も
相
当
出
版
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
歴
史
的
に
佛
教
の
源
で
あ
る
態
、
す
な
わ
ち
根
本
佛
教
は
、
一
応
理
解
せ
ら

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
根
本
佛
教
と
い
う
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
い
う
よ
う
な
超
越
的
な
神
の
存
在
を
認
め
ず
、
と
い
つ

①

て
、
人
間
の
心
の
奥
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
内
在
的
な
神
の
存
在
を
も
認
め
な
い
、
無
論
（
ｚ
凶
豊
富
）
で
あ
る
。
根
本
佛
教
は
ド

②

イ
ッ
の
宗
教
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ベ
ン
ツ
の
い
う
神
の
な
い
無
神
論
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
教
の
如
く
ア
ミ
ダ
佛
及
び
浄
土
を
説

う
け
が

く
有
神
論
的
な
教
説
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
い
う
根
本
佛
教
的
理
解
か
ら
は
、
肯
え
な
い
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
青
年
達
に
と

っ
て
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
の
宗
教
に
関
心
を
寄
せ
る
青
年
た
ち
が
、
始
め
て
日
本
の
浄
土
教
に
対
し
て
違
和
感
を
抱
い
た
の
で
は
な

③

く
、
曾
て
日
本
に
滞
在
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
駐
日
大
使
で
あ
っ
た
チ
ャ
ー
ル
ス
・
エ
リ
オ
ッ
ト
卿
も
、
そ
の
著
「
日
本
佛
教
」
（
盲
冨
三
の
、
の

く
、
曾
て
日
本
に
滞
在
し
、

国
自
民
宮
、
日
）
に
お
い
て
い

に
ア
ミ
ダ
佛
・
浄
土
が
実
在
し
て
い
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
」
通
り
を
、
そ
の
侭
受
け
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
＄
ア
ミ
ダ
佛
も
浄
土

も
、
実
在
し
な
い
、
と
言
い
切
る
者
が
少
し
も
現
わ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
語
か
し
い
こ
と
で
あ
る
、
と
言
っ
て

I、
→

色

、
、

日
本
に
お
け
る
弥
陀
の
崇
拝
者
は
数
多
く
繁
栄
し
て
進
歩
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
信
仰
が
佛
教
と
称
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

も
と
よ
り
そ
れ
は
、
疑
も
な
く
佛
教
か
ら
の
発
達
で
あ
る
し
、
そ
の
凡
て
の
発
達
の
段
階
は
極
め
て
明
瞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
発

っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
浄
土
教
が
、
佛
教
の
中
に
あ
っ
て
の
特
別
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
違
和
感
を
も
っ
て
眺
め
ら
れ
る
に
至
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
の
淵
源
は
、
実
は
甚
だ
古
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
も
と
日
本
の
佛
教
は
、
そ
れ
が
日
本
に
受
容
せ
ら
れ
る
前
、

す
で
に
宗
派
化
さ
れ
て
い
た
中
国
佛
教
が
移
入
せ
ら
れ
た
の
で
、
奈
良
朝
の
佛
教
は
古
京
の
六
宗
・
南
都
の
六
宗
と
い
う
形
で
知
ら
れ
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
宗
派
化
さ
れ
た
形
態
の
佛
教
は
＄
鎌
倉
時
代
に
そ
の
儘
も
ち
越
さ
れ
て
、
鎌
倉
期
の
末
期
、
元
遥
の
あ
っ
た

④

弘
安
四
年
に
先
き
立
つ
頃
に
在
世
し
た
学
僧
凝
然
が
、
佛
教
諸
宗
派
を
綱
要
的
に
概
述
し
て
「
八
宗
綱
要
」
と
害
題
を
付
し
て
い
る
と
こ

と
い
う
質
疑
を
呈
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
西
洋
の
知
識
人
の
問
だ
け
で
な
し
に
、
日
本
国
内
に
あ
っ
て
も

佛
教
学
者
で
な
い
一
般
の
知
識
人
の
間
で
絶
え
ず
い
わ
れ
る
処
で
あ
っ
て
、
日
本
を
代
表
す
る
高
名
な
宗
教
哲
学
者
も

阿
弥
陀
佛
と
い
う
の
は
人
格
的
な
一
面
が
強
い
の
で
あ
っ
て
、
佛
教
全
体
と
し
て
、
浄
土
門
は
、
一
つ
の
特
殊
な
分
れ
で
あ
る

と
い
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
〃
特
殊
な
分
れ
で
あ
る
〃
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
般
の
佛
教
と
は
異
っ
て
い
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
浄
土
教
と
い
う
の
は
、
佛
教
一
般
と
し
て
、
呑
み
こ
み
難
い
、
と
い
う
言
い
方
な
の
で
あ
る
。

達
過
程
の
結
果
と
し
て
、
ま
る
っ
き
り
変
形
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
今
や
何
人
も
、
、
コ
ー
タ
マ
釈
迦
牟
尼
の
教
と
、
親
鴛
の
教
と
に
同

一
の
名
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
い
っ
た
。
そ
こ
に
も
浄
土
教
に
対
す
る
違
和
感
は
見
ら
れ
る
。

ま
た
終
戦
後
、
西
欧
の
学
者
文
化
人
た
ち
が
日
本
を
訪
れ
始
め
た
頃
の
昭
和
二
十
四
年
秋
、
京
都
を
訪
れ
た
弁
証
法
神
学
者
エ
ミ
ー
ル

ブ
ル
ソ
ナ
ー
も
、
京
都
大
学
宗
教
学
研
究
室
主
催
の
座
談
会
の
席
上
で

さ
と
り

佛
陀
の
正
覚
の
大
乗
佛
教
的
展
開
と
し
て
の
般
若
空
の
思
想
、
つ
ま
り
大
乗
佛
教
の
根
本
思
想
と
、
ア
ミ
ダ
佛
と
は
、
別
で
あ
る
の

で
は
な
い
か

二
宗
派
化
し
た
形
で
伝
持
せ
ら
れ
て
い
た
日
本
の
佛
教

３



と
発
言
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
う
発
言
も
、
先
に
言
っ
た
凝
然
の
八
宗
綱
要
的
な
佛
教
学
の
あ
り
方
が
そ
の
形
態
の
儘
に

報
告
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
よ
う
な
事
情
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
真
宗
に
つ
い
て
い
え
ば
、
浄
土

真
宗
の
宗
義
学
者
は
、
「
浄
土
真
宗
は
、
佛
教
の
中
で
の
別
途
の
法
門
で
あ
る
」
と
い
う
言
習
わ
し
方
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
先
に
一
言
し
た
宗
教
哲
学
者
の
如
く

浄
土
門
は
佛
教
全
体
か
ら
言
っ
て
一
つ
の
特
殊
な
分
れ
で
あ
る

と
い
う
よ
う
に
把
え
ら
れ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

太
平
洋
戦
争
敗
戦
の
直
後
、
連
合
軍
の
占
領
治
下
に
お
い
て
、
Ｇ
・
Ｈ
．
Ｑ
の
教
育
関
係
の
一
責
任
者
と
．
い
う
よ
う
な
役
目
で
あ
っ
て

宗
教
哲
学
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
ス
タ
ー
ル
ネ
ー
ヵ
ー
と
か
い
わ
れ
た
人
が
京
都
大
学
へ
来
て
、
宗
教
々
育
に
閃
す
る
審
議
会
の
よ

う
な
も
の
が
京
大
で
開
か
れ
て
、
「
佛
教
の
研
究
は
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
議
題
に
出
さ
れ
た
と
き
、

東
京
か
ら
出
席
し
て
い
ら
れ
た
東
京
の
佛
教
学
の
代
表
者
は

佛
教
の
研
究
、
佛
教
の
学
問
と
は
、
聖
徳
太
子
以
来
、
中
国
か
ら
受
容
さ
れ
て
い
る
佛
教
各
宗
の
教
義
を
学
び
、
そ
れ
を
研
究
す
る

ろ
に
よ
っ
て
も
、
当
時
の
佛
教
が
各
宗
派
の
教
義
と
し
て
知
ら
れ
て
お
っ
た
跡
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
佛
教
思
想
の
宗
派
化

の
傾
向
は
著
る
し
く
、
宗
派
化
さ
れ
な
い
佛
教
の
存
在
は
、
殆
ん
ど
不
可
能
と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
佛
教
全
体
の
立
場
が
何

で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
見
失
わ
れ
て
、
何
時
で
も
「
禅
宗
で
は
」
と
か
、
「
真
宗
で
は
」
と
か
い
う
よ
う
に
、
特
定
の
宗
派
の
立
場

ち
が
い
め

で
し
か
佛
教
を
表
わ
し
え
な
い
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
佛
教
を
解
明
す
る
に
当
っ
て
も
各
宗
教
義
の
間
の
相
違
目
を
力
説

す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
り
、
徳
川
幕
府
の
封
建
的
鎖
国
主
義
の
下
に
お
い
て
、
そ
の
宗
派
化
は
種
々
な
意
味
に
お
い
て
極
ま
っ
た
と
い
う

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

こ
と
子
婁
め
る
。
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③
観
無
量
寿
経

の
三
部
の
経
典
と
、
そ
の
三
部
経
の
註
釈
者
と
し
て
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
に
亙
っ
て
輩
出
し
た
七
人
の
高
僧

イ
ン
ド
一
の
龍
樹
（
ｚ
樹
且
ロ
ロ
四
》
目
，
ｌ
昌
目
）

｛
②
世
親
（
天
親
、
ぐ
ゅ
の
匡
冒
且
ｇ
白
く
１
く
ぐ
）

「
③
曇
鶯
（
合
守
ｌ
豊
里

中
国
一
例
道
紳
（
剖
画
Ｉ
震
、
）

一
⑤
善
導
（
臼
四
１
句
臼
）

日
本
痂
癖
隼
一
熊
氾
鴎
一
）

⑤

の
釈
義
に
よ
っ
て
設
定
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
三
部
経
の
中
の
②
阿
弥
陀
経
と
い
う
の
は
、
私
に
は
①
無
量
寿
経
と
同
じ
思
想
系
統
の
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
③
観
無

量
寿
経
と
い
う
経
典
は
＄
少
し
く
そ
の
二
者
と
は
傾
向
が
別
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
有
神
論
的
な
色
彩
の
濃
厚
な
経
典
で
あ
る
と
見
ら
れ

る
。
そ
し
て
三
部
経
と
七
人
の
高
僧
の
註
釈
と
の
関
係
を
見
る
と
、
大
雑
把
に
い
っ
て
、
①
②
③
の
三
祖
は
、
何
れ
も
無
量
寿
経
に
重
点

三
浄
土
真
宗
に
お
け
る
有
神
論
的
傾
向
の
起
る
所
以

さ
と
り

そ
う
い
う
事
情
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
浄
土
門
、
特
に
浄
土
真
宗
が
、
、
コ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
正
覚
の
展
開
と
し
て
の
一
般
の
佛
教
と

異
っ
て
、
有
神
論
的
、
或
い
は
「
キ
リ
ス
ト
教
と
似
た
よ
う
で
も
あ
る
」
一
神
教
的
な
傾
向
を
も
つ
に
至
っ
て
い
る
事
情
を
、
浄
土
真
宗

の
教
義
そ
れ
自
体
の
上
で
、
少
し
跡
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
さ
て
、
普
通
浄
土
真
宗
は
、
三
部
経
と
い
っ
て

④
無
量
寿
経

②
阿
弥
陀
経
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を
置
く
の
で
あ
る
が
、
側
道
緯
以
後
の
中
国
の
二
祖
と
、
⑥
例
の
日
本
の
二
祖
と
は
、
何
れ
も
観
無
量
寿
経
に
重
き
を
置
か
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
真
宗
の
宗
学
で
は
、
そ
の
こ
と
を
、
上
三
祖
は
無
量
寿
経
に
依
り
、
下
四
祖
は
観
無
量
寿
経
に
依
っ
て
い
る
と
申
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
観
無
量
寿
経
に
重
点
を
置
い
て
い
る
中
国
及
び
日
本
の
浄
土
教
は
、
有
神
論
的
な
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

っ
て
、
真
宗

っ
て
、
観
無

る
の
で
あ
る
《

⑥

因
み
に
吉
川
幸
次
郎
博
士
に
よ
る
と
、
宋
代
に
出
た
朱
子
と
い
う
儒
学
者
は
、
儒
教
の
伝
統
と
し
て
神
を
認
め
な
い
と
い
う
立
場
を
と

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
か
ら
佛
教
を
排
撃
す
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
が
、
朱
子
は
佛
教
で
は
「
佛
と
い
う
神
」
を
信
ず
る
の
で
あ
る
と

い
う
。
朱
子
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
い
う
こ
と
を
、
ど
れ
だ
け
理
解
し
て
い
た
か
、
ま
た
佛
教
の
佛
・
佛
陀
と
い
う
こ
と
を
ど
れ
だ
け

理
解
し
て
い
た
か
、
朱
子
の
儒
学
に
つ
い
て
専
門
的
な
究
明
を
し
た
こ
と
の
な
い
私
に
は
何
と
も
言
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
朱
子
が
「
佛

と
い
う
神
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
当
時
に
行
な
わ
れ
て
い
た
中
国
浄
土
教
の
有
神
論
的
に
な
っ
て
い
た
佛

が
、
「
佛
と
い
う
神
」
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
佛
と
い
う
神
」
と
い
う
考
え
方
は
、
今
の
世
代
の
日
本

で
も
「
神
も
佛
も
」
と
い
っ
て
、
十
把
一
か
ら
げ
に
把
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
且
ら
く
別
と
し
て
、
親
賛
の
真
宗
に
は
独
自
な
も
の
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
前
上
に
述
べ
た
、
三
部
経
の
釈
義
を
述
零
へ

た
の
で
、
宗
祖
親
鐵
が
景
仰
せ
ら
れ
る
七
人
の
高
僧
の
註
釈
は
、
凡
て
親
獄
の
伝
承
す
る
処
で
あ
る
の
で
、
浄
土
真
宗
も
有
神
論
的
、
更

に
は
一
神
教
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
一
応
も
っ
と
も
な
点
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

７

高
木
八
尺
博
士
が
新
渡
戸
稲
造
の
宗
教
思
想
に
つ
い
て
述
令
へ
ら
れ
る
中
で
も
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
日
本
の
佛
教
史
の
中
で
一

大
主
流
を
な
す
浄
士
真
宗
を
と
っ
て
見
れ
ば
、
親
篭
は
教
を
法
然
に
う
け
、
法
然
の
他
力
の
観
念
の
流
れ
は
源
信
の
往
生
要
集
に
到
る
こ

と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
、
更
に
そ
の
淵
源
を
尋
ぬ
れ
ば
、
唐
の
善
導
に
達
す
る
こ
と
は
広
く
史
家
の
認
め
る
処
で
あ
る
。
そ
し
て
善

四
親
鶯
の
真
宗
に
は
独
自
な
も
の
が
あ
っ
た
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導
の
い
う
阿
弥
陀
に
よ
る
衆
生
救
済
の
大
胆
新
鮮
な
る
教
の
起
源
は
、
中
亜
ア
ジ
ア
を
経
て
シ
ナ
に
来
た
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
え
た
神
の
観

念
に
求
め
ら
れ
る
と
の
見
解
を
看
過
す
等
へ
き
で
な
い
と
思
う
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
高
木
八
尺
博
士
の
い
わ
れ
る
、
そ
う
い
う
善
導
以

後
の
系
譜
を
辿
れ
ば
、
浄
土
真
宗
は
た
し
か
に
一
神
教
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
処
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
浄
土
真
宗
の
本
典
と
も

い
わ
れ
て
い
る
教
行
信
証
の
勢
頭
の
教
巻
に
お
い
て
、
親
鶯
聖
人
は
、
「
夫
顕
真
実
教
者
、
則
大
無
量
寿
経
是
也
」
と
い
っ
て
親
鴛
に
と

、
、

っ
て
は
無
量
寿
経
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
最
も
多
く
の
場
合
、
自
ら
「
親
鶯
」
と
称
し
て
い
る
親
鶯
の
名
称
は
、
親
鶯
が
、
世

、

、

親
と
曇
鶯
と
へ
の
ひ
た
す
ら
な
景
仰
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
伝
承
の
浄
土
教
的
に
の
み
、
親
賛
の
浄
土
教
を
規
制
し
て
言

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
親
賛
の
浄
土
教
は
、
世
親
に
依
る
こ
と
非
常
に
多
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
親

鶯
に
は
、
親
鴬
の
そ
の
名
の
如
く
、
世
親
か
ら
曇
鶯
へ
の
伝
承
が
表
明
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
曇
鶯
は
世
親
の
浄
土
論
の
註
釈
者
と
し
て
、

世
親
の
浄
土
論
を
親
鶯
の
上
に
鮮
明
し
た
点
に
お
い
て
特
に
親
鶯
の
浄
土
教
へ
の
貢
献
者
と
い
う
立
場
に
あ
る
か
ら
、
世
親
か
ら
曇
鴬
へ

と
い
っ
て
、
親
懲
が
景
仰
せ
ら
れ
る
処
の
基
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
曇
鶯
が
註
釈
を
与
え
た
世
親
の
浄
土
論
に
あ
る
の
で
あ
る
。

て
だ
て

つ
ま
り
、
曇
簿
に
よ
っ
て
親
鶯
は
、
世
親
の
浄
土
論
を
鮮
明
す
る
手
段
を
得
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
親
鴬
は
、
言
葉
を
き
わ
め
て
曇
彌

を
讃
仰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
曇
鴬
を
讃
仰
せ
ら
れ
る
基
体
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
曇
鴬
に
よ
っ
て
註
釈
せ
ら
れ
た
世
親
の

浄
土
論
な
の
で
あ
る
。

、

そ
し
て
、
そ
の
浄
土
論
は
曇
駕
に
よ
っ
て
よ
く
註
釈
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
在
の
時
点
か
ら
見
る
と
、
曇
驚
の
時
代
の
中

国
佛
教
界
に
は
、
世
親
の
著
作
の
基
本
的
な
も
の
は
；
ま
だ
多
く
伝
訳
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
詳
し
く
言
う
と
、
世
親
の

⑧

著
作
の
主
な
も
の
を
中
国
へ
伝
訳
し
た
最
初
の
権
威
者
で
あ
る
真
諦
は
、
曇
鴬
の
残
後
四
年
後
の
西
暦
五
四
六
年
に
、
西
イ
ン
ド
か
ら
南

海
路
を
経
て
広
州
（
広
東
）
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
曇
獅
は
、
世
親
の
思
想
教
学
の
根
幹
的
な
も
の
に
関
す
る
著
述
の
中
国
語

訳
を
ま
だ
参
見
す
る
に
到
っ
て
い
な
か
っ
た
。
労
々
曇
驚
は
、
世
親
の
思
想
教
学
の
根
幹
を
十
分
き
わ
め
て
世
親
の
浄
土
論
を
理
解
々
釈

し
た
と
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、
世
親
の
浄
土
論
に
対
す
る
学
問
的
な
理
解
は
、
現
在
の
時
点
か
ら
言
え
ば
、
第
一
に
は
、
曇
鶯
以
後
の
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そ
う
い
う
こ
と
に
注
意
し
て
く
る
と
、
こ
こ
に
、
私
は
、
世
親
の
浄
土
論
と
い
う
髻
物
が
、
ど
う
い
う
思
想
的
な
基
盤
に
お
い
て
成
り

立
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
述
§
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
世
親
の
浄
土
論
、
厳
密
に
言
っ
て
、
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
（
号
昌
の
３
）
と
い
う
佛
典
だ
け
を
取
り
上
げ
て
い
る
と
、
い
か
に
も

世
親
と
い
う
浄
土
教
の
思
想
家
が
、
別
個
に
在
世
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
真
宗
の
宗
学
者
は
、
浄
土
論
の
著
者
と
し
て

の
世
親
を
そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
る
。
少
く
と
も
真
宗
の
宗
学
者
は
‐
〃
浄
土
論
を
著
述
し
た
と
き
の
世
親
に
あ
っ

て
は
、
世
親
の
そ
の
他
の
著
作
の
上
に
顕
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
思
想
形
態
を
世
親
が
脱
却
し
て
、
世
親
が
全
く
浄
土
教
に
転
向
し
た
後
に

時
代
に
な
っ
て
真
諦
や
玄
英
な
ど
に
よ
っ
て
薙
し
く
中
国
に
伝
訳
せ
ら
れ
た
書
物
、
第
二
に
は
、
今
の
時
代
に
な
っ
て
、
ネ
パ
ー
ル
や
西

域
で
発
見
せ
ら
れ
た
数
々
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
典
、
第
三
に
は
、
西
紀
九
世
紀
頃
以
来
古
い
時
代
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
典
か
ら
直

訳
的
に
チ
。
ヘ
ッ
ト
語
に
翻
訳
せ
ら
れ
て
、
中
国
訳
の
そ
れ
に
関
す
る
書
物
以
上
に
豊
富
に
わ
れ
わ
れ
の
前
に
与
え
ら
れ
て
い
る
チ
、
ヘ
ッ
ト

訳
の
佛
典
、
そ
れ
ら
凡
ゆ
る
諸
佛
典
を
学
問
的
に
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
の
佛
教
学
ｌ
そ
れ
が
近
代
佛
教
学
と

言
わ
れ
る
が
Ｉ
そ
の
近
代
佛
教
学
の
業
績
に
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
．

つ
ま
り
、
現
在
は
、
曇
鶯
が
在
世
せ
ら
れ
た
千
四
百
年
前
よ
り
も
、
浄
土
論
を
研
究
す
る
た
め
の
書
物
が
余
程
豊
富
に
与
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
日
本
で
い
え
ば
、
明
治
九
年
頃
、
南
条
文
雄
先
生
が
イ
ギ
リ
ス
に
わ
た
っ
て
約
十
年
間
、
当
時
の
梵
語
学
者
で
あ
っ
た
マ

ク
ス
ミ
ュ
ラ
ー
の
下
で
困
苦
し
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
を
学
ば
れ
、
い
ま
も
な
お
、
光
彩
を
放
っ
て
い
る
業
績
を
出
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

帰
ら
れ
て
以
来
、
西
洋
の
東
洋
学
者
が
開
拓
し
た
佛
教
の
研
究
の
方
法
が
日
本
の
佛
教
界
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
そ
う
い
う

じ
か
づ
け

方
法
に
よ
っ
て
い
ま
い
う
浄
土
論
を
、
曇
鴬
の
時
代
よ
り
も
も
っ
と
直
付
に
研
究
で
き
る
よ
う
な
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
研
究
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
よ
う
な
事
情
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
世
親
の
浄
土
論
を
具
体
的
に
理
解
す
る
た
め
の
基
盤

Ｑ
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浄
土
論
を
著
述
し
た
の
で
あ
る
〃
と
い
う
よ
う
に
考
え
よ
う
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
近
代
佛
教
学
の
立
場
か
ら
世
親
の
思
想
教
学
全
体
に

か
た
ち

つ
い
て
眺
め
て
く
る
と
、
世
親
と
い
う
人
は
、
弥
勒
ｌ
無
著
１
世
親
と
い
う
三
人
の
思
想
家
が
連
関
し
て
い
る
態
の
上
で
考
慮
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
三
人
の
思
想
家
を
経
て
歴
史
的
に
著
わ
し
出
さ
れ
た
諸
佛
典
が
、
球
伽
唯
識
と
い
う
四
’
五
世
紀
頃
の
イ
ン
ド

大
乗
佛
教
の
思
想
体
系
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
世
親
の
浄
土
論
と
い
う
書
物
は
、
そ
の
大
乗
佛
教
思
想
体
系

の
立
場
で
、
無
量
寿
経
と
い
う
浄
土
教
の
経
典
を
理
解
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
無
量
寿
経
と
い
う
経
典
は
、
大
乗
経
典
が
歴
史
上
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
と
し
て
記
述
さ
れ
た
初
期
の
大
乗
諸
経
典
中
の
一

つ
で
あ
っ
て
、
西
暦
紀
元
二
世
紀
の
頃
に
、
す
で
に
テ
キ
ス
ト
の
形
態
を
と
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
経
典
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
世
親

の
無
量
寿
経
ウ
パ
デ
ー
シ
ャ
、
す
な
わ
ち
浄
土
論
と
い
う
の
は
、
四
’
五
世
紀
に
大
成
し
た
大
乗
佛
教
思
想
体
系
の
立
場
で
、
無
量
寿

、
、
、
、
、
、
、
、

経
を
理
解
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
。
無
量
寿
経
の
上
か
ら
い
え
ば
、
無
量
寿
経
を
当
時
の
思
想
教
学
に
近
づ
け
て
説
明
し
た
、
即
ち
当
叶

、
、
、
、
Ｕ
も

の
思
想
教
学
の
立
場
で
ウ
・
ハ
デ
ー
シ
ャ
（
§
且
の
皆
）
し
た
無
量
寿
経
の
歴
史
的
展
開
の
産
物
、
そ
れ
が
無
量
寿
経
ゥ
・
〈
デ
ー
シ
ャ
と
い

う
書
物
な
の
で
あ
る
。
宗
祖
親
撤
が
非
常
に
心
酔
さ
れ
た
浄
土
論
と
い
う
佛
典
は
、
一
言
で
い
っ
て
、
そ
う
い
う
書
物
な
の
で
あ
る
。
従

っ
て
親
鐵
の
な
さ
れ
た
如
く
浄
土
論
の
上
に
浄
土
教
の
基
盤
を
設
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
限
り
、
時
あ
っ
て
学
者
の
い
う
如
く
、
ま
た
真

宗
の
宗
学
者
も
、
そ
う
い
わ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
如
く
、
「
浄
土
教
は
一
般
の
大
乗
佛
教
と
は
特
殊
に
分
か
れ
た
も
の
て
あ
る
。
特

９

別
な
も
の
で
あ
る
」
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
そ
れ
は
「
大
乗
と
し
て
の
浄
土
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
さ
ね
ば
な
ら

そ
こ
で
次
に
、
そ
う
い
う
浄
土
教
が
歴
史
的
な
立
場
か
ら
眺
め
ら
れ
て
、
今
い
う
「
大
乗
と
し
て
の
浄
土
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ど

う
か
。
す
な
わ
ち
「
浄
土
が
、
コ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
佛
教
の
歴
史
的
展
開
の
上
に
見
出
さ
れ
る
か
、
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と
の
極
め
て
－
９

な
い
の
で
あ
る
〔

六
大
乗
と
し
て
の
浄
土
の
歴
史
的
成
立
事
情
の
一
瞥



わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
現
生
存
に
あ
っ
て
は
、
見
る
我
れ
と
、
見
ら
れ
る
物
、
聞
く
我
れ
と
、
聞
か
れ
る
も
の
、
と
い
う
よ
う
な
、
は

た
ら
く
者
と
、
は
た
ら
く
者
に
よ
っ
て
は
た
か
れ
る
物
と
の
相
互
関
連
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
恰
度
、

燃
や
す
火
と
燃
や
さ
れ
る
薪
と
の
相
互
関
連
に
お
い
て
、
火
が
燃
え
て
い
る
と
い
う
事
実
が
与
え
ら
れ
る
が
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
と

⑫

い
っ
て
も
具
体
的
な
人
間
存
在
に
お
け
る
あ
る
＄
へ
き
ま
こ
と
の
相
・
如
実
な
相
で
あ
る
。
そ
れ
が
諸
法
の
法
性
（
号
肖
日
自
動
昌
目
胃
日
画
薗
》

苫
の
ご
○
『
目
昌
８
目
昌
○
コ
ｇ
ｍ
３
蔚
砂
‐
ｇ
‐
の
〆
興
の
邑
。
①
）
と
い
わ
れ
、
人
間
の
生
存
し
て
い
る
諸
状
態
の
方
軌
と
い
わ
れ
る
。

わ
れ

そ
れ
が
、
人
間
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
方
軌
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
の
日
常
に
あ
っ
て
は
、
見
て
い
る
此
は
、
我

、
わ
れ

で
あ
り
、
そ
の
見
ら
れ
る
物
、
そ
れ
は
我
が
物
で
あ
る
。
こ
の
最
も
大
切
な
我
が
我
の
前
の
そ
の
見
ら
れ
る
物
を
我
が
物
と
し
て
所
有
し

、

、

、
、

、

て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
我
に
対
す
る
執
着
、
我
が
所
有
物
に
対
す
る
執
着
（
我
執
我
所
執
）
を
起
し
て
い
る
。
そ
こ
に
〃
我

斑
を
思
想
史
の
線
の
上
で
、
若
干
の
点
を
拾
っ
て
、
辿
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
佛
伝
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
、
コ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
は
二
十
九
歳
に
し
て
出
家
せ
ら
れ
、
六
年
の
苦
行
の
後
、
三
十
五
歳
の
十
二
月

⑩
さ
と
り
さ
と
り

八
日
の
未
明
に
正
覚
を
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
正
覚
が
開
発
せ
ら
れ
る
前
夜
の
経
過
を
通
じ
て
、
、
コ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ

は
、
十
二
縁
起
の
道
理
を
繰
返
し
繰
返
し
思
惟
観
察
し
て
、
そ
の
夜
の
明
け
る
暁
の
明
星
の
輝
く
頃
に
到
っ
て
、
迷
妄
の
暗
黒
を
退
散
し

て
正
覚
が
成
遂
げ
ら
れ
た
、
と
い
う
。
そ
の
十
二
縁
起
の
道
理
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
の
迷
妄
の
ま
の
あ
た
り
の
生
存
が
無
明
を⑪

内
容
と
す
る
心
の
態
に
依
っ
て
、
老
死
に
代
表
せ
ら
れ
る
現
在
の
苦
悩
が
次
第
に
与
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
次
第
関
連
の
経
過
で
あ
る
。

こ
の
十
二
縁
起
の
示
す
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
迷
妄
の
展
開
す
る
態
が
、
、
コ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
思
惟
観
察
せ
ら
れ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
迷
妄
の
縁
っ
て
起
る
経
過
で
あ
る
と
眺
め
ら
れ
た
根
底
に
は
、
迷
妄
で
な
い
あ
り
方
が
方
軌
と
し

て
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
上
に
見
出
さ
れ
て
あ
っ
て
、
そ
の
方
軌
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
方
軌
の
批
判
力
に
よ
っ
て
迷
妄
の
縁
っ
て
起
る

経
過
が
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
思
惟
観
察
の
上
に
表
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
迷
妄
で
な
い
方
軌
に
な
っ
た
あ
り
方
は
、

ど
う
い
』
（
ノ
の
で
あ
る
か
と
い
岩
フ
と
、

10



に
く
率
い
か
り
う
ら
ゑ

だ
我
が
物
だ
″
と
い
う
愛
執
を
起
し
、
愛
執
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
と
そ
れ
が
憎
悪
・
腹
・
怨
と
な
り
、
そ
こ
に
愛
執
と
憎
悪
と
い
う
迷
妄
．

汚
濁
の
態
が
起
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
我
執
我
所
執
の
心
が
わ
れ
わ
れ
の
迷
妄
の
根
本
で
、
そ
れ
が
無
明
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
無

明
あ
る
に
よ
っ
て
、
次
第
に
迷
妄
の
憂
悩
が
起
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑬
…
…

そ
こ
で
、
佛
陀
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
生
存
に
関
す
る
凡
て
の
物
は
、
無
明
を
内
容
と
す
る
心
に
よ
っ
て
統
、
へ
ら
れ
る
。
世
間
は

心
の
作
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
心
が
減
す
れ
ば
凡
て
は
減
す
る
。
心
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
き
は
～
迷
妄
に
よ
っ
て
職
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
心
が
減
す
る
と
き
は
、
迷
妄
の
微
れ
が
減
し
て
浄
め
ら
れ
る
」
と
い
う
。
そ
こ
に
佛
陀
の
「
心
が
浄
ま
れ
ば
、
人
間
も
世

・
・
…
‐
⑬
⑭

間
も
浄
ま
る
」
と
い
う
教
説
の
意
味
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
い
う
「
心
を
浄
め
る
（
Ｃ
芹
冨
‐
ぐ
富
ぐ
且
習
騨
》
心
清
浄
）
」
な
る
語
は
佛
教
を

さ
て
次
に
、
大
乗
佛
教
の
基
本
を
な
す
般
若
経
で
は
、
直
前
に
い
っ
た
「
燃
や
す
火
と
燃
や
さ
れ
る
薪
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
火
が

燃
え
て
い
る
現
実
が
あ
る
」
と
い
う
人
間
生
存
の
如
実
な
相
が
強
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
従
っ
て
そ
こ
に
、
わ
れ
わ
れ
凡
夫
が
我
執
し
我
所

執
す
る
よ
う
な
実
体
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
妄
想
で
あ
る
と
い
っ
て
、
我
執
さ
れ
我
所
執
さ
れ
る
物
が
あ
る
と
す
る
妄
想
の
否
定
、
す
な

⑮

わ
ち
無
我
。
空
の
実
践
と
し
て
の
般
若
念
且
圖
〕
智
慧
）
波
羅
蜜
多
（
葛
岳
自
国
）
の
菩
薩
行
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
れ
は
般
若
経
に
お

い
て
空
思
想
が
展
開
せ
ら
れ
る
と
一
般
に
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
湛
大
な
般
若
経
群
類
の
中
で
の
大
品
般
若
と
称
せ
ら
れ

る
佛
典
に
あ
っ
て
は
、
浄
土
往
生
の
思
想
が
あ
ら
わ
れ
、
菩
薩
が
般
若
波
羅
蜜
多
を
行
じ
て
佛
果
に
到
達
し
た
と
き
に
は
、
佛
国
土
と
し

⑯

て
、
一
切
衆
生
を
度
脱
せ
し
め
る
完
成
し
た
状
態
に
お
い
て
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
般
若
経
と
同
じ
立
場
に
あ
る
維
摩
経
の
佛
国
品
に
お
い
て
は
、
佛
国
土
の
清
浄
、
す
な
わ
ち
浄
土
建
設
の
た
め
の
行
が

間
も
浄
ま
る
」
と
い
う
教
説
の
一

通
じ
て
の
重
要
な
用
語
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
般
若
経
と
同
派

列
挙
せ
ら
れ
た
最
後
に
お
い
て
、

も
し
菩
薩
浄
土
を
得
ん
と
欲
せ
ば
、
当
に
そ
の
心
を
浄
む
ゞ
へ
し
。
そ
の
心
浄
き
に
随
っ
て
佛
土
浄
な
り

７Ⅲ

と
い
う
。
。
ヘ
ル
ギ
ー
・
ル
ウ
ヴ
ァ
ン
大
学
の
、
Ｅ
・
ラ
モ
ヅ
ト
教
授
は
、
今
、
西
欧
に
お
け
る
佛
教
思
想
史
研
究
の
最
高
権
威
と
い
う
寺
へ
き
皿



鰯

な
お
、
二
十
九
種
荘
厳
を
、
浄
土
論
の
中
に
要
略
し
て
示
し
た
「
衆
生
世
間
清
浄
と
器
世
間
清
浄
」
と
い
う
と
き
の
「
世
間
」
の
構
成
の

さ
れ
方
は
、
世
親
の
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
の
上
に
か
ね
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
琉
伽
唯
識
の
立
場
で
、
そ
の
衆
生
世
間
・
器
世
間

の
考
え
方
が
示
さ
れ
た
も
の
は
、
無
著
に
先
行
す
る
弥
勒
造
「
法
法
性
分
別
論
」
（
冑
冨
巨
座
胃
の
胃
》
ロ
冒
局
日
四
‐
目
閏
日
煙
国
‐
ぐ
旨
冨
掲
煙
）

で
あ
る
。
そ
の
法
法
性
分
別
論
に
お
い
て
は
、

、
、

或
者
（
冨
乞
が
或
処
（
冒
計
国
）
に
居
す
る
（
３
日
冒
鼻
質
冒
ｇ
と
き
の
彼
者
（
、
島
）
及
び
彼
処
（
菌
弄
国
）
は
法
の
依
処
君
国
房
昏
目
里

昏
①
斜
『
厘
匡
①
》
の
日
置
ロ
。
葛
○
舜
匡
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
第
の
如
く
能
依
と
所
依
と
の
体
で
あ
っ
て
、
衆
生
世
間
と
器
世
間
と
で
あ
る
。

あ
っ
て
、
形

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
い
ま
い
う
維
摩
経
佛
国
品
の
「
心
が
浄
け
れ
ば
佛
国
士
の
浄
ま
る
↓
」
と
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
」
と
い
う
経
文
が
、
五
世
紀

⑲

の
後
半
か
ら
六
世
紀
の
中
葉
ま
で
在
世
し
た
安
慧
（
煕
巨
愚
日
騨
は
）
ミ
Ｃ
ｌ
駅
ｅ
の
中
辺
分
別
論
釈
疏
に
、
「
或
る
経
の
語
」
と
し
て
引

用
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
所
は
、
菩
薩
の
修
行
が
進
展
し
て
、
八
地
と
い
う
菩
薩
の
行
道
の
完
成
の
近
い
処
に
至
っ
て
、
「
菩
薩
は
柔

軟
心
を
得
て
国
土
の
清
浄
を
成
し
遂
げ
る
」
と
い
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
柔
軟
心
を
得
て
浄
土
を
成
し
遂
げ
る
」
と
い
う
こ

㈱

と
と
、
維
摩
経
の
「
心
浄
ま
れ
ば
、
佛
国
士
浄
ま
る
」
と
い
う
こ
と
が
同
じ
意
味
で
あ
る
、
と
安
慧
は
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し

て
、
「
心
を
浄
め
れ
ぱ
衆
生
も
世
間
も
浄
ま
る
」
と
い
う
「
佛
陀
の
教
説
」
か
ら
、
般
若
経
・
維
摩
経
を
経
て
、
安
慧
に
至
る
ま
で
、
「
心

を
浄
め
る
こ
と
（
ｇ
詐
画
‐
ぐ
冒
ご
自
国
昌
襲
）
」
と
い
う
思
想
が
佛
教
の
重
要
な
伝
統
精
神
と
し
て
連
綿
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
現
在
に
お
い
て
は
、
世
親
の
浄
土
論
の
本
題
と
し
て
、
浄
土
の
構
層
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
．
一
十
九
種
の
荘
厳
功
徳
成
就
」

⑳

と
い
う
こ
と
が
、
世
親
の
実
兄
で
あ
っ
て
、
大
乗
佛
教
の
思
想
体
系
を
設
定
し
た
無
著
の
摂
大
乗
諭
の
中
に
「
十
八
円
浄
」
と
し
て
出
て

あ
っ
て
、
浄
土
論
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
成
就
が
無
著
の
摂
大
乗
諭
の
十
八
円
浄
を
整
術
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
大
略
証
明
せ
ら
れ
た

⑱

関
連
を
重
要
視
す
る
。

学
者
で
あ
る
が
、
ラ
モ
ッ
ト
教
授
は
、
今
わ
た
し
が
述
べ
て
来
た
佛
陀
の
教
説
か
ら
維
摩
経
の
佛
国
土
の
成
就
と
い
う
佛
教
思
想
史
上
の
胆



鋤

状
況
を
何
時
も
次
の
よ
う
に
語
る
。

そ
れ
で
、
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
浄
土
真
宗
の
ま
さ
し
く
の
依
処
と
し
て
い
る
無
量
寿
経
の
上
で
、
「
大
乗
と
し
て
の
浄
土
」
の
意
味
を

概
述
し
て
い
く
、
へ
き
で
あ
る
と
お
も
う
。

無
量
寿
経
と
い
う
経
典
は
、
他
の
大
乗
諸
経
典
と
同
じ
く
釈
迦
牟
尼
佛
陀
が
説
か
れ
た
と
い
う
形
態
に
な
っ
て
い
る
が
、
釈
迦
牟
尼
佛

働

陀
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
経
典
の
本
論
と
い
う
べ
き
も
の
を
開
き
述
べ
よ
う
と
す
る
に
当
っ
て
、
佛
陀
は
先
ず
、
大
寂
定
と
い
う
三
味
に

入
っ
た
と
い
う
。
大
寂
定
の
寂
と
は
、
寂
滅
。
寂
静
で
あ
り
、
般
若
経
の
空
．
す
な
わ
ち
先
に
関
説
し
た
「
わ
れ
わ
れ
の
我
執
我
所
執
の

無
明
が
起
り
動
い
て
出
る
日
常
世
俗
の
立
場
を
否
定
し
た
境
地
」
で
あ
る
。
我
執
我
所
執
の
拒
否
さ
れ
た
境
地
と
い
う
の
は
、
我
執
我
所

さ
と
り

執
と
な
ら
な
い
認
識
・
正
覚
（
母
冒
ご
○
旦
巨
↓
①
昌
皿
三
巾
邑
目
①
コ
パ
）
の
境
地
で
あ
る
。
さ
て
、
佛
陀
は
自
ら
が
到
達
し
た
そ
の
正
覚
の
境
地
の

と
い
う
。
い
ま
い
う
「
或
者
が
或
処
に
居
す
る
と
き
の
彼
者
及
び
彼
処
は
法
の
依
処
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
は
た
ら
く
者
（
能
）
と

は
た
ら
か
れ
る
物
（
所
）
と
が
相
依
相
待
の
縁
起
関
係
に
お
い
て
現
生
存
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
〃
諸
法
の
法
性
″
（
岳
①

ご
ｏ
Ｈ
日
呂
８
目
昌
○
巨
昌
“
国
苛
め
‐
且
‐
①
箇
黒
①
貝
の
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
現
生
存
の
如
実
な
あ
り
方
が
、
凡
夫
的
生
存
に
あ
っ
て

は
、
我
執
我
所
執
な
る
妄
想
に
と
ら
わ
れ
て
迷
妄
汚
濁
（
閨
３
国
の
３
ゞ
雑
染
）
の
世
界
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
浄
土
は
、
そ
の
諸
法
の
法

性
な
る
如
実
な
あ
り
方
の
如
く
に
、
迷
妄
汚
濁
の
清
浄
化
（
ぐ
百
ぐ
且
目
色
）
の
行
な
わ
れ
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
語
ろ
う
と
す
る
。
そ
れ

が
器
世
間
清
浄
で
あ
り
、
衆
生
世
間
清
浄
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
浄
土
論
が
、
佛
陀
か
ら
始
ま
っ
て
、
大
乗
佛
教
が
思
想
的
に
体
系
化
さ
れ
た
爺
伽
唯
識
の
時
代
に
お
い
て
の
、
歴

史
的
展
開
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
大
乗
と
し
て
の
浄
土
」
と
い
う
こ
と
の
思
想
史
的
な
意
味
を
、
極
め
て
概
略
な

が
ら
説
述
で
き
た
と
思
う
。

七
無
量
寿
経
に
お
け
る
浄
土
の
性
格

1q
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そ
れ
は
佛
陀
に
お
け
る
解
脱
の
自
覚
の
表
明
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
は
、
正
覚
の
智
慧
で
あ
る
が
、
そ
の
智
慧
は
、
我
執
我
所
執
な
る
無

が

明
の
迷
妄
の
は
た
ら
か
な
い
境
地
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
我
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
、
自
ら
解
脱
し
た
佛

陀
の
眼
に
映
じ
て
来
る
も
の
は
、
、
未
だ
解
脱
せ
ず
に
迷
妄
に
閉
さ
れ
て
い
る
一
切
衆
生
と
い
う
全
人
類
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
全
人
類
の
迷

妄
が
除
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
誓
願
が
、
お
の
ず
か
ら
な
動
向
（
冒
曾
目
且
計
①
目
①
国
＆
劃
）
と
し
て
そ
こ
に
起
こ
さ
れ
て
来
る
。
佛
陀

、
ｂ

は
、
一
切
衆
生
が
未
だ
解
脱
せ
ず
に
迷
妄
に
閉
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
迷
妄
の
解
脱
の
た
め
に
、
自
ら
は
六
年
の
勤
苦
を
経
て
正
覚
に
到
達

し
、
解
脱
の
境
地
に
進
み
入
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
は
、
迷
妄
に
閉
さ
れ
て
い
る
一
切
衆
生
の
迷
妄
を
打
破
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

お
の
ず
か

覚
悟
に
ゆ
り
動
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
佛
陀
の
自
ら
な
動
向
（
ロ
呉
員
四
罠
①
且
。
冒
昌
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
人
類
の
迷
妄
を
自
ら

㈱

の
悩
み
と
し
て
悩
む
自
他
平
等
の
大
悲
で
あ
る
。
維
摩
経
に
「
衆
生
病
む
が
故
に
菩
薩
は
病
む
」
と
い
う
語
が
あ
る
如
く
、
そ
れ
が
大
悲

（
冨
昌
目
｝
８
日
隠
幽
○
口
）
と
呼
ば
れ
、
全
人
類
の
悩
み
（
恩
閨
○
目
Ⅱ
の
民
の
目
侭
）
を
自
ら
の
悩
み
と
す
る
（
８
８
日
目
戸
目
Ｎ
①
）
大
悲
で

あ
る
。
そ
れ
が
菩
薩
の
本
願
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
本
願
に
生
き
る
こ
と
が
菩
薩
精
神
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

お
こ

さ
て
、
大
寂
定
に
入
っ
た
釈
迦
牟
尼
佛
陀
は
、
法
蔵
と
い
う
菩
薩
の
上
に
、
そ
う
い
う
本
願
が
発
さ
れ
出
て
来
た
こ
と
を
説
い
て
い
く

そ
の
法
蔵
菩
薩
は
、
始
め
の
な
い
過
去
か
ら
の
永
劫
に
亙
っ
て
、
数
多
く
の
佛
陀
が
、
佛
陀
か
ら
佛
陀
を
経
て
、
衆
生
済
度
の
た
め
に
、

勤
苦
の
労
を
経
過
し
て
来
た
由
来
の
上
に
、
今
、
法
蔵
菩
薩
彼
れ
自
身
の
本
願
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
。
人
間
の
立
場
か
ら
言

え
ば
、
人
類
が
救
済
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
宿
題
が
、
始
め
の
な
い
過
去
か
ら
、
す
な
わ
ち
久
遠
劫
来
か
ら
、
用
意
さ
れ
て
あ
っ

た
が
、
今
そ
の
宿
題
を
背
負
っ
て
、
ま
さ
し
く
人
類
が
救
済
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
の
実
践
が
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
し
て
出
立
し
た

鯛

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
て
あ
る
。
法
蔵
ｅ
ｇ
寓
目
四
‐
昌
畠
国
）
と
い
う
語
の
字
義
通
り
に
言
え
ば
、
法
蔵
と
は
「
功
徳
の
鉱
脈
（
日
旨
の
具

ル
ー

〔

生
は
尽
き
た
り
。
梵
行
は
成
就
せ
ら
れ
た
り
。
他
の
か
く
の
如
き
状
態
に
行
く
こ
と
な
し
と
知
る
（
我
生
已
尽
梵
行
已
立
所
作

已
弁
（
所
作
已
作
）
自
知
不
受
後
有
）
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い
に
し
え

く
胃
冒
①
）
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
功
徳
の
鉱
脈
資
源
は
、
そ
れ
が
採
掘
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
測
り
知
れ
な
い
往
昔
か
ら

何
時
か
は
そ
れ
が
採
掘
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
時
機
を
待
っ
て
、
功
徳
を
蔵
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
時
機
よ
う
や
く
順
熟
し
て
、

今
ま
さ
し
く
功
徳
の
宝
が
採
掘
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
機
に
到
達
し
た
。
そ
の
功
徳
の
宝
が
採
掘
し
出
さ
れ
る
時
点
を
出
発
し
た
こ
と

そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
の
本
願
が
お
こ
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

が

さ
て
、
そ
う
い
う
本
願
は
、
我
の
制
約
の
な
い
正
覚
の
智
慧
か
ら
出
立
し
て
い
る
か
ら
、
無
限
の
世
界
の
中
で
、
無
制
約
に
、
無
限
定

寺
ご
肌
ど
ｈ
夢

に
、
人
類
の
上
に
、
正
覚
の
智
慧
が
拡
充
せ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
向
う
。
そ
れ
は
、
日
輪
の
光
が
隅
な
く
行
き
わ
た
る
如
く
で
あ
る
点
で

、
、
、
℃

無
限
の
光
明
、
光
明
無
量
と
称
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
本
願
は
、
未
来
に
向
っ
て
、
人
類
の
限
り
無
い
歴
史
を
窮
め
て
、
人
類
の
上
に

、
℃
℃
、

限
り
無
く
正
覚
の
智
慧
の
開
発
せ
ら
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
寿
命
無
量
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
光
明
無
量
・
寿

”

命
無
量
の
本
願
が
阿
弥
陀
（
シ
目
冨
）
す
な
わ
ち
無
量
光
・
無
量
寿
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
誤
ま
る
と
き
に
、
阿
弥
陀
佛

が
有
神
論
的
、
乃
至
は
一
神
教
的
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
法
蔵
と
い
う
菩
薩
は
、
そ
う
い
う
本
願
の
意
志
を
実
現
す
る
た
め
に
、
永
劫
の
修
行
を
重
ね
、
そ
こ
に
、
そ
の
本
願
の
修
行

に
報
い
ら
れ
た
世
界
が
実
現
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
無
量
寿
経
に
説
か
れ
る
浄
土
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
親
灘
は
、
そ
の
浄
土
の
こ
と
を
大

働

願
清
浄
の
報
土
と
い
う
。
本
願
は
、
も
と
も
と
、
人
類
の
迷
妄
の
汚
濁
を
き
よ
め
・
浄
化
し
冒
凰
噂
し
よ
う
と
し
て
起
さ
れ
た
の
で
あ

、
、
、
、

る
か
ら
、
永
劫
の
修
行
と
は
、
清
浄
化
す
る
お
こ
な
い
（
昌
曾
目
巨
》
冒
尉
目
８
は
○
口
）
の
実
践
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
お
の
ず
か
ら

報
い
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
か
ら
自
然
の
浄
土
・
大
願
清
浄
の
報
土
と
い
う
。

そ
う
い
う
浄
土
の
思
想
が
中
国
に
入
る
と
、
道
教
の
不
老
不
死
の
仙
境
と
結
び
つ
い
て
、
安
穏
寧
楽
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
（
夢
幻
郷
・
理
想

郷
）
の
如
く
に
考
え
ら
れ
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
大
願
清
浄
の
報
土
の
原
意
と
は
、
大
凡
異
る
。
浄
土
が
そ
う
い
う
も
の
で
な

く
、
身
員
一
目
一
ｏ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
無
量
寿
経
の
本
文
の
上
に
ご
国
巨
①
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
無
量
寿
経
の
中
で
浄
土
の

様
相
を
種
為
と
記
述
し
た
最
後
に
、
「
浄
土
と
は
、
そ
の
全
土
が
蓮
華
で
周
満
し
た
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
蓮
華
の
光
が
多
色
を
出
し
、
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親
鶯
の
立
場
で
い
え
ば
、
そ
の
無
量
寿
経
の
教
が
三
国
に
亙
る
七
祖
の
釈
義
を
経
て
、
今
ま
さ
し
く
法
然
上
人
か
ら
本
願
の
い
わ
れ
と

し
て
承
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
歴
史
的
に
実
践
せ
ら
れ
て
い
る
。
人
類
の
迷
妄
を
浄
化
し
て
い
る
事
実
が
わ
た
し
た
ち

に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
浄
土
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
浄
土
と
は
、
単
に
向
う
の
方
に
あ
る
『
－
１
ト
ピ
ァ
・
夢
幻
郷
・
理
想
郷
で

な
く
し
て
、
現
に
衆
生
の
迷
妄
が
浄
化
せ
ら
れ
て
い
る
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
浄
土
と
い
う
語
が
、
西
洋
の
佛
教
学
者
に
よ
っ
て
冒
周
①

Ｆ
四
目
と
英
訳
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
、
そ
れ
は
冒
同
①
Ｆ
煙
且
で
な
く
し
て
、
世
界
を
浄
化
し
て
い
る
は
た
ら
き
で
あ
る
か
ら
Ｆ
四
目

具
冒
国
胃
画
武
○
口
〃
土
を
、
世
界
を
、
浄
化
し
て
い
る
は
た
ら
き
で
あ
る
〃
と
考
え
た
い
。
そ
の
こ
と
を
曾
て
鈴
木
大
拙
先
生
に
話
し
た

ら
、
先
生
は
、
〃
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
、
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
と
、
浄
土

は
冒
尉
門
四
且
で
は
な
く
し
て
、
Ｆ
ｍ
目
且
冒
凰
感
と
い
う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
″
と
い
っ
て
喜
ば
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
関
説
し
た

、
Ｅ
・
ラ
モ
ッ
ト
教
授
の
フ
ラ
ン
ス
訳
維
摩
経
に
お
い
て
、
、
Ｅ
・
ラ
モ
ッ
ト
教
授
も
、
今
、
鈴
木
先
生
が
言
わ
れ
た
と
同
じ
よ
う
に
、
浄
土

を
匿
冒
邑
胃
”
は
○
ご
号
め
・
冨
目
現
８
国
○
且
目
四
》
冨
冒
儲
①
芯
合
・
冨
目
も
の
語
で
表
わ
し
て
い
る
。
阿
弥
陀
経
に
、
「
阿
弥
陀

佛
が
現
に
浄
土
に
在
し
ま
し
て
説
法
し
て
い
る
。
今
現
在
説
法
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
浄
土
と
は
、
阿
弥
陀
佛
が
現
に
浄
化
す
る
は

た
ら
き
を
し
て
い
ら
れ
る
。
今
現
在
説
法
で
あ
る
と
い
う
動
的
な
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

倒

そ
う
い
う
わ
け
で
親
鴬
は
、
無
量
寿
経
を
も
っ
て
、
本
願
の
生
起
本
末
を
展
開
す
る
経
典
で
あ
る
、
と
い
う
。
釈
迦
牟
尼
佛
陀
が
歴
史

世
界
に
出
て
、
本
願
の
生
起
木
末
が
展
開
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
シ
日
詳
騨
な
る
本
願
の
実
践
が
初
め
て
実
現
の
緒
に
つ
い
た
と
い

う
こ
と
の
歴
史
的
な
証
験
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

華
の
中
に
多
光
を
出
し
、

か
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
し

無
量
の
衆
生
を
教
化
し
、

浄
土
で
あ
る
。

そ
の
光
の
中
に
多
佛
を
出
し
、
そ
の
凡
て
の
佛
陀
が
、
微
妙
の
法
を
説
い
て
無
量
の
衆
生
を
済
度
す
る
」
と
説

の
現
実
の
姿
と
し
て
は
、
い
ま
釈
迦
牟
尼
佛
陀
が
歴
史
的
世
界
の
中
で
大
寂
定
に
入
っ
て
、
無
量
寿
経
を
説
き

迷
妄
を
浄
化
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
浄
土
と
は
、
現
に
迷
妄
浄
化
の
事
業
が
実
践
せ
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
が

可ハ
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本
願
真
実
ひ
ら
き
て
ぞ

お
こ

と
の
言
葉
が
あ
る
が
、
「
如
来
」
、
す
な
わ
ち
釈
迦
牟
尼
佛
陀
が
、
こ
の
歴
史
世
界
に
、
興
起
り
出
た
こ
と
の
本
意
は
、
人
類
が
救
済
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
無
始
永
劫
の
過
去
の
諸
佛
以
来
願
わ
れ
つ
つ
、
そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
の
本
願
と
な
っ
て
、
ま
さ
し
く
と
り
あ
げ
ら
れ

ま
こ
と

そ
の
本
願
が
成
し
遂
げ
ら
れ
た
。
本
願
の
真
実
が
釈
迦
牟
尼
如
来
の
無
量
寿
経
の
説
法
に
よ
っ
て
、
い
ま
人
類
の
上
に
開
発
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
親
鴬
が
「
本
願
の
生
起
本
末
」
の
語
で
表
明
し
た
も
の
は
、
「
大
乗
の
佛
道
体
系
」
と
い
う
語
で
表
わ
す

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
類
が
救
済
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
久
遠
劫
来
の
課
題
が
、
無
量
寿
経
の
説
法
と
い
う
事
実
に
よ
っ

て
、
歴
史
の
上
に
証
験
せ
ら
れ
た
、
証
明
せ
ら
れ
あ
か
し
を
立
て
ら
れ
た
。
そ
の
一
部
始
終
が
本
願
の
生
起
本
末
で
あ
り
、
大
乗
の
佛
道

体
系
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
量
寿
経
の
説
法
と
し
て
浄
土
の
功
徳
が
歴
史
の
上
に
証
明
せ
ら
れ
、
あ
か
し
を
立
て
ら
れ
な

け
れ
ば
、
浄
土
が
成
就
し
、
シ
日
詳
四
が
成
佛
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

別
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
、
親
簿
の
大
無
量
寿
経
和
讃
に
、

如
来
興
世
の
本
意
に
は

註
⑩
鈴
木
大
拙
博
士
頌
寿
記
念
論
文
集
「
佛
教
と
文
化
」
（
鈴
木
学
術
財
団
・
昭
和
三
五
年
）
掲
載
の
拙
稿
「
中
観
佛
教
に
お
け
る
有
神
論
の
批
判
」
、

(4)（3） (2）

同
諭
文
集
六
八
頁
以
下
。

鯉
』
，
（
買
員
帝
切
局
巨
旨
庁
］
皇
）
〔
旨
①
、
の
田
口
（
宣
巨
砂
昌
（
門
（
旨
（
言
昌
〕
忌
尉
）
壱
函
窓
．

「
八
宗
綱
要
」
で
は
、
先
の
六
宗
に
、
平
安
朝
初
期
に
起
っ
た
天
台
と
真
言
と
が
加
え
ら
れ
、
「
八
宗
の
他
に
も
ま
だ
多
く
の
宗
旨
は
あ
る
が
、

日
本
に
お
い
て
学
者
が
昔
か
ら
た
が
い
に
許
し
て
研
究
し
た
も
の
は
、
八
宗
に
限
っ
て
い
た
。
し
か
し
近
頃
は
八
宗
の
他
に
、
禅
宗
と
浄
土
教

と
が
盛
ん
に
弘
ま
っ
て
来
た
‐
｜
と
し
て
、
禅
宗
と
浄
土
教
と
が
付
録
的
に
一
言
せ
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
筆
者
は
「
八
宗
綱
要
」
の
テ
キ
ス
ト

ら
れ
る
。

品
）
』
』
６
（
Ｊ
岸
］
串

エ
ル
ン
ス
ト
．
｜
ヘ
ン
ッ
氏
は
、
右
「
佛
教
と
文
化
」
の
中
に
献
呈
論
文
を
起
稿
さ
れ
た
。
「
佛
教
は
無
神
論
で
あ
る
」
と
い
っ
た
同
氏
の
言
葉

は
、
「
心
」
（
平
凡
社
・
昭
和
三
五
年
三
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
ど
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
他
の
宗
教
を
理
解
し
な
い
の
か
」
の
中
に
見
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⑯⑮“ (9)（8）（7）（6）⑬⑫⑪ (Fi(10

フ
ー
シ
ェ
ー
の
佛
陀
伝
（
し
．
團
得
］
目
①
Ｈ
》
Ｆ
沙
臼
①
２
国
○
旦
巳
昌
消
〕
胃
耐
・
忌
乞
）
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的
に
い
わ
れ
る
十
二
月
八
日
の
未
明

で
な
く
し
て
、
四
月
十
五
日
満
月
の
夜
の
暁
で
あ
る
と
い
う
。

老
死
か
ら
始
ま
っ
て
無
明
に
至
る
十
二
縁
起
の
こ
と
は
、
余
り
に
震
，
べ
説
述
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
列
記
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
四
国
匡
旨
目
（
漬
。
鼻
（
昌
午
国
員
匡
巨
降
国
昏
局
匡
普
易
胃
津
冒
昌
。
。
四
目
の
用
例
に
従
う
。

佛
陀
の
教
説
に
関
す
る
こ
の
一
段
の
説
述
は
、
赤
沼
智
善
著
「
原
始
佛
教
の
研
究
」
（
破
塵
閻
言
房
・
昭
和
十
四
年
）
二
五
七
’
二
五
八
頁
に

よ
る
。
そ
こ
に
阿
含
・
尼
桐
耶
の
出
典
も
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
以
下
の
説
述
の
中
で
、
こ
｝
」
の
説
述
に
関
説
す
る
と
き
、
そ
れ
を
「
佛

陀
の
教
説
」
と
い
う
語
で
表
わ
す
こ
と
に
し
て
い
る
。

雲
井
昭
善
編
「
巴
和
小
辞
典
」
の
く
○
（
盲
〕
国
の
項
下
に
こ
の
こ
と
に
関
す
る
佛
陀
の
教
説
の
原
文
及
び
漢
訳
文
が
引
用
せ
ら
れ
て
い
る
。

冒
皇
目
‐
忌
日
且
酌
の
語
が
、
モ
｝
三
ル
・
ウ
イ
リ
ア
ム
の
梵
英
辞
典
に
は
《
《
弓
『
苛
昌
（
旨
旨
言
尉
号
昌
ゞ
〕
と
訳
解
せ
ら
れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
般
若
経
に
お
け
る
浄
土
の
思
想
に
つ
い
て
、
こ
こ
の
所
述
に
関
し
、
畏
友
横
超
菩
日
氏
（
大
谷
大
学
教
授
）
か
ら
懇
切
な
指
示
を
う

け
た
。

吉
川
幸
次
郎
全
集
第
十
九
巻
「
神
様
の
い
な
い
文
明
と
い
る
文
明
」
二
頁
な
ど
参
照
。

日
本
学
士
院
紀
要
、
第
二
十
四
巻
第
一
号
、
三
○
頁
参
照
。

こ
の
年
代
に
つ
い
て
は
、
野
上
俊
静
等
共
著
「
佛
教
史
概
説
中
国
篇
」
（
平
楽
寺
書
店
・
一
九
六
八
年
）
三
六
頁
に
よ
る
。

「
大
乗
と
し
て
の
浄
土
」
と
い
う
語
句
は
、
筆
者
が
、
昭
和
三
八
年
四
月
に
理
想
社
か
ら
刊
行
し
た
小
著
の
題
名
と
し
て
用
い
た
も
の
で
あ

る
。
筆
者
は
そ
の
小
著
に
お
い
て
、
龍
樹
の
中
観
説
の
当
然
の
展
開
と
し
て
、
ま
た
世
親
の
琉
伽
唯
識
説
の
当
然
の
展
開
と
し
て
、
そ
れ
ら
二

人
の
大
乗
思
想
家
の
上
に
、
浄
土
教
が
説
述
せ
ら
れ
た
こ
と
の
綱
要
を
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
佛
教
思
想
家
た
ち

が
、
浄
土
教
を
も
っ
て
歪
曲
せ
ら
れ
た
意
味
で
の
方
便
説
で
あ
る
と
断
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
一
つ
の
批
判
を
提
起
し
た
の

一
表
に
よ
る
。

と
し
て
、
柏
原
祐
義
著
「
八
宗
綱
要
解
説
」
（
京
都
法
文
館
・
昭
和
二
年
）
を
依
用
し
た
。

七
高
祖
の
在
世
年
代
は
、
大
略
、
藤
島
達
朗
、
野
上
俊
静
編
「
伝
灯
の
聖
者
（
真
宗
七
高
祖
伝
）
」
（
平
楽
寺
書
店
・
昭
和
三
六
年
四
月
）
の
年

が
、
浄
Ｌ

で
あ
る
。
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(13@"⑳⑫ 四⑲

拙
稿
「
維
摩
経
佛
国
品
の
原
典
的
解
釈
」
（
大
谷
学
報
第
三
○
巻
第
三
号
・
昭
和
二
六
年
）
五
三
頁
参
照
。

Ｊ

Ｅ
・
ラ
モ
ヅ
ト
教
授
は
、
維
摩
経
に
関
す
る
労
作
、
巳
国
］
酋
唱
①
目
。
貝
：
量
目
鱒
旨
国
昌
》
言
且
昌
弄
鼻
鯉
冒
．
○
夢
冒
一
自
国
〕
。
①
鵠
、
圏
昌
○
倖
の
》

冒
巨
鼠
旨
ゞ
ご
ｓ
を
刊
行
後
程
な
い
頃
、
い
ま
筆
者
が
引
用
し
た
維
摩
経
の
其
処
の
思
想
が
、
先
に
註
⑬
、
⑭
に
お
い
て
関
説
し
た
「
佛
陀
の

教
説
」
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
私
信
を
も
っ
て
い
っ
て
よ
こ
さ
れ
た
。
そ
し
て
ラ
モ
ッ
ト
教
授
は
、
そ
の
こ
と
を
、
維
摩
経
に
関
す
る
労
作

の
一
九
九
頁
に
註
記
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
刊
行
後
に
気
付
い
た
の
で
、
右
の
個
処
に
註
記
す
る
こ
と
を
失
し
て
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
っ
た
と

如
く
、
こ
｝
に

こ
と
に
な
る
。

山
口
益
訳
註
「
中
辺
分
別
論
釈
疏
」
（
昭
和
一
○
年
・
破
塵
閣
耆
房
）
四
○
五
頁
所
出
。

安
菩
が
維
摩
経
佛
国
品
の
そ
の
文
章
に
関
説
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
し
め
ら
れ
た
の
は
、
筆
者
が
、
世
親
の
浄
土
論
を
講
義
し
て
い
る
時
で

あ
っ
た
。
山
口
益
著
「
世
親
の
浄
土
論
」
（
昭
和
四
一
年
四
月
・
法
蔵
館
）
一
六
五
’
一
六
六
頁
参
照
。
そ
し
て
そ
の
場
所
で
論
究
し
て
い
る

如
く
、
こ
こ
に
い
う
「
柔
軟
心
」
と
は
、
般
若
波
羅
蜜
多
な
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
註
⑯
で
関
説
し
た
般
若
経
の
説
述
と
も
固
よ
り
関
連
す
る

摂
大
乗
論
に
つ
い
て
は
、
既
往
の
学
界
に
あ
っ
て
彼
れ
此
れ
、
そ
の
業
績
が
発
表
せ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
文
献
学
的
な
基
礎
に
立
っ
て
、

今
の
世
代
に
役
立
つ
体
裁
を
と
と
の
え
て
刊
行
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
Ｅ
・
ラ
モ
ヅ
ト
教
授
の
業
績
で
あ
る
。
Ｆ
騨
曾
冒
昌
①
曽
日
屡
旦
晟
三
‐

ｏ
巳
①
〕
角
鈩
閏
凋
騨
》
旨
騨
彦
ご
四
国
閉
騨
旨
唄
Ｐ
彦
四
》
も
酌
同
国
庁
旨
ご
］
⑦
Ｆ
色
目
○
茸
Ｃ
》
Ｆ
ｏ
自
く
巴
Ｐ
ら
認
．

筆
者
は
、
「
浄
土
論
の
二
十
九
種
荘
厳
功
徳
成
就
が
摂
大
乗
論
の
十
八
円
浄
を
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
大
略
証
明
し
た
」
と
い
っ
て

い
る
が
、
そ
の
論
究
を
遂
行
す
る
に
当
っ
て
、
Ｅ
・
ラ
モ
ヅ
ト
教
授
の
右
の
業
績
か
ら
碑
益
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
大
略
の
証

明
」
に
つ
い
て
は
、
註
蜘
に
掲
げ
た
拙
著
「
世
親
の
浄
土
論
」
九
二
’
一
○
○
頁
の
所
論
に
ゆ
ず
る
。

二
十
九
種
荘
厳
功
徳
成
就
が
、
摂
大
乗
論
の
十
八
円
浄
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
学
界
に
お
い
て
か
ね
て
か
ら
想
定
せ
ら
れ
て
い

た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
実
証
的
に
論
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
近
代
佛
教
学
の
文
献
学
的
な
方
法
の
貢
献
に

よ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
項
に
つ
い
て
も
、
上
記
拙
著
「
世
親
の
浄
土
論
」
一
五
二
’
一
六
一
頁
に
仔
細
に
論
述
し
て
い
る
。

こ
こ
に
引
用
し
た
法
法
性
分
別
論
の
言
葉
の
中
《
《
胃
Ｐ
鳥
菩
目
ｐ
依
処
鐸
な
る
語
は
、
「
世
親
の
浄
土
論
」
の
そ
の
個
処
の
随
処
に
出
て

の
一
九
九
頁
に
註
毫

述
べ
て
い
ら
れ
た
。
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せ
し
め
る
。

雲
井
昭
善
編

大
仮
定
に
い
り
た
ま
ひ
如
来
の
光
顔
た
へ
に
し
て

と
い
う
。
大
寂
定
に
入
っ
た
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
こ
こ
で
は
親
鶯
が
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
康
僧
鎧
訳
の
無
量
寿
経
を
用
い
ず

に
、
唐
の
菩
提
流
志
訳
大
宝
積
経
「
無
量
寿
如
来
会
」
の
文
章
（
南
条
文
雄
著
「
支
那
五
訳
対
照
梵
文
和
訳
佛
説
無
量
寿
経
」
平
楽
寺
書
店
・

昭
和
三
三
年
、
一
二
貝
所
出
）
を
依
用
し
た
の
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
口
等
共
著
「
佛
教
学
序
説
」
（
平
楽
寺
書
店
・
一
九
六

一
年
）
二
五
’
二
六
頁
に
も
関
説
す
る
。
そ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
如
来
会
の
文
章
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
量
寿
経
が
、
大
乗

佛
教
の
基
本
で
あ
る
般
若
経
と
同
じ
立
場
か
ら
川
発
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
、
よ
く
表
明
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
喚
起

い
る
。
Ｆ
・
エ
ジ
ャ
ー
ト
ン
の
佛
教
混
清
梵
語
辞
典
で
は
啓
の
風
鮠
旨
。
』
ｅ
員
）
日
の
君
日
匡
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
解
釈
せ
ら
れ
る
が
、
わ

た
く
し
は
「
世
親
の
浄
土
論
」
で
は
、
「
世
間
的
実
用
の
態
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
遣
い
を
し
て
来
た
。
そ
う
い
う
態
の
清
浄
化
に
お
い
て
語

、

、

ら
れ
ょ
う
と
す
る
の
が
浄
土
で
あ
る
か
ら
、
浄
土
が
実
体
的
な
存
在
を
い
う
も
の
で
な
い
こ
と
は
直
ち
に
知
ら
れ
る
と
お
も
う
。
ま
た
先
に
浄

土
の
「
浄
」
は
、
浄
化
す
る
は
た
ら
き
冒
昼
胃
昌
。
ロ
で
あ
る
、
へ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、
一
）
一
弓
弓
目
ｄ
ｏ
旨
の
原
語
と
し
て
の
ご
色
ぐ
騨
急
二
“

の
語
は
「
世
親
の
浄
土
論
」
の
中
で
頻
り
に
使
用
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
用
例
に
よ
っ
て
理
解
せ
ら
れ
る
と
お
も
う
。

な
お
、
こ
の
項
下
で
引
用
し
た
法
法
性
分
別
論
な
る
書
は
オ
バ
！
、
、
ラ
ー
が
究
覚
一
乗
宝
性
論
英
訳
宙
．
Ｃ
胃
昌
．
日
三
目
《
国
］
の
普
巨
目
の

の
ｇ
の
月
の
旦
昏
の
⑦
Ｈ
の
胃
ぐ
の
冨
巳
①
８
困
辱
胃
５
国
ゞ
シ
ｏ
３
Ｏ
Ｈ
甘
口
国
冒
窟
〆
）
の
序
で
注
意
す
る
如
く
、
チ
。
ヘ
ッ
ト
の
仙
教
学
者
に
よ
れ

ば
、
弥
勒
の
大
乗
荘
厳
経
論
、
中
辺
分
別
論
と
と
も
に
琉
伽
唯
識
説
の
根
本
教
説
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
完
本
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト

は
、
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
丹
殊
爾
部
の
中
で
得
ら
れ
る
も
の
で
、
わ
た
し
は
、
常
盤
大
定
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
（
弘
文
堂
・
昭
和
八
年
）
の
中

で
、
一
応
そ
れ
の
全
文
の
訳
註
を
試
み
た
。
こ
こ
に
引
用
し
た
も
の
は
、
右
論
文
集
五
四
三
頁
の
そ
れ
を
今
補
訂
し
て
依
用
し
た
も
の
で
あ

る
。
法
法
性
分
別
論
の
チ
ベ
ッ
ト
原
文
は
、
そ
れ
の
世
親
註
と
と
も
に
山
口
益
還
暦
記
念
論
文
集
（
法
蔵
館
・
忌
誤
）
の
中
に
、
野
沢
静
証
氏
等

の
労
作
と
し
て
校
訂
出
版
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
引
用
し
た
文
章
の
原
文
は
、
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
原
文
回
忠
に
出
て
い
る
。

釈
迦
牟
尼
佛
陀
が
大
寂
定
に
入
っ
た
こ
と
を
親
脅
の
「
浄
土
和
讃
大
経
意
二
十
二
首
」
（
岩
波
文
庫
畠
葛
ｌ
届
麗
親
鶯
聖
人
和
讃
集
、
名
畑
応

順
校
注
）
の
第
三
首
に

「
巴
和
小
辞
典
」
卑
皀
言
屋
８
畳
『
沙
項
下
の
も
の
を
依
用
す
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
文
章
の
巴
利
語
原
文
も
出
さ
れ
て
い
、
る
。
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》e3 上刀（23（23

維
摩
経
問
疾
品
の
語
、
橋
本
芳
契
著
「
維
摩
経
の
思
想
的
研
究
」
（
法
蔵
館
・
昭
和
四
一
年
）
三
二
六
頁
に
所
出
。

「
己
冒
篇
目
鼻
閏
２
昌
三
①
具
ご
胃
目
。
」
は
モ
’
三
ル
・
ゥ
イ
リ
ァ
ム
梵
英
辞
典
に
よ
る
。

シ
目
岸
２
口
目
目
⑦
閉
昌
＆
〕
言
巨
〕
巳
。
閉
｝
冒
冒
芹
。
で
あ
る
。
こ
こ
の
光
明
無
量
・
寿
命
無
量
な
る
本
願
の
意
味
の
基
本
で
あ
る
こ
と
が
理
解

せ
ら
れ
な
い
と
き
に
、
阿
弥
陀
伽
が
有
神
論
的
、
乃
至
は
、
一
神
諭
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

教
行
信
証
御
自
釈
（
住
田
智
見
編
輯
、
法
蔵
館
・
大
正
二
年
）
三
○
左
・

前
註
の
教
行
信
証
御
自
釈
、
二
九
右
、
「
衆
生
聞
二
佛
願
生
起
本
末
一
無
し
有
｜
一
疑
心
一
」
云
之
と
い
う
。

1，1

4」


