
眺
め
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

大
き
な
題
目
を
掲
げ
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
紐
促
た
る
も
の
か
あ
り
ま
す
が
、
私
の
か
ね
が
ね
感
じ
て
お
り
ま
す
佛
教
の
根
本
の
問
題
に

つ
き
ま
し
て
申
し
述
、
へ
て
み
た
い
と
存
じ
ま
す
。

御
承
知
の
よ
う
に
佛
教
の
中
で
は
色
左
な
佛
教
の
体
系
が
出
来
上
っ
て
お
り
ま
す
。
原
始
佛
教
の
方
か
ら
見
ま
し
て
も
、
す
で
に
御
承

知
の
よ
う
に
十
二
因
縁
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
四
諦
、
八
聖
道
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
組
織
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
ま
た
部
派
佛
教
に
な
り
ま
し
て
も
原
始
佛
教
の
発
展
を
う
け
ま
し
て
、
五
位
七
十
五
法
と
い
う
よ
う
な
体
系
が
出
来
上
っ

て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
人
間
の
世
界
を
中
心
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
在
り
方
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら

こ
の
た
び
、
当
大
谷
大
学
の
お
招
き
に
よ
り
ま
し
て
、
し
ば
ら
く
の
間
、
皆
様
に
佛
教
に
つ
い
て
お
話
を
す
る
機
会
を
得
ま
し
た
こ
と

を
、
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
学
会
の
た
め
に
上
洛
い
た
し
ま
し
て
、
明
日
か
ら
そ
の
学
会
が
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に

先
立
ち
ま
し
て
、
こ
の
大
谷
大
学
の
佛
教
学
科
の
皆
様
に
お
あ
い
し
て
、
し
ば
ら
く
佛
教
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
ま
い
り
た
い
と
存
じ

ま
す

佛
教
に
お
け
る
体
系
と
創
造

玉
城
康
四

郎
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更
に
大
乗
佛
教
に
発
展
し
て
ま
い
り
ま
す
と
、
イ
ン
ド
に
お
き
ま
し
て
は
、
あ
る
い
は
空
観
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
唯
識
の
思
想
で

あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
如
来
蔵
の
思
想
的
な
発
展
で
あ
る
と
か
、
い
う
よ
う
な
体
系
が
出
来
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
中
国
佛
教

で
も
、
天
台
↑
華
厳
、
あ
る
い
は
禅
と
か
浄
土
と
い
う
よ
う
な
実
践
的
佛
教
に
つ
き
ま
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
発
揮
し
て
い
る
わ

時
間
の
関
係
で
詳
し
く
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
て
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ

う
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
こ
れ
も
御
承
知
と
思
い
ま
す
が
、
ギ
リ
シ
ャ
思
想
を
受
け
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
反
撤
し
、
あ
る
い
は
そ
の

思
想
を
受
け
入
れ
な
が
ら
発
展
し
て
お
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
教
父
哲
学
の
初
期
で
は
、
い
わ
ゆ
る
護
教
家
が
で
ま
し
て
↑
特

に
そ
の
有
名
な
人
と
し
て
殉
教
者
の
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
旨
昌
ご
易
）
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ユ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
ロ
》
コ
ス
と
い
う
問
題
を

中
心
に
キ
リ
ス
ト
教
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
ま
た
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
の
学
派
で
あ
り
ま
す
ク
レ
メ
ン
ス
（
Ｑ
の
旨
①
畠
）
、
あ
る
い
は
そ

の
展
開
を
受
け
ま
し
た
オ
リ
ゲ
ネ
ス
（
○
局
侭
①
目
⑳
）
を
見
ま
す
と
、
こ
こ
に
お
き
ま
し
て
も
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の

一
致
を
目
ざ
し
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

更
に
西
方
教
会
の
護
教
家
に
つ
き
ま
し
て
は
、
例
え
ば
テ
ル
ト
リ
ァ
ヌ
ス
角
閏
目
冒
色
目
園
）
と
い
う
人
が
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
人
は
「
不
合
理
な
る
が
ゆ
え
に
我
信
ず
」
（
９
＆
○
壱
国
号
⑳
目
・
目
日
①
鼻
）
と
い
う
言
葉
で
、
有
名
な
人
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
考
え
が
テ
ル
ト
リ
ア
ヌ
ス
の
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
人
は
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
を
排
斥
し
て
、
神
の
側
か

ら
の
啓
示
の
宗
教
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
あ
の
一
一
カ
イ
ャ
（
目
８
①
四
）
会
議
の
三
位
一
体
説
が
確
立
し
、
や
が
て
教
父
哲
学
の

最
大
の
人
物
で
あ
り
ま
す
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
（
崔
口
唱
鴛
旨
巨
の
）
が
出
現
し
て
お
り
ま
す
。

で
も
、
天
台
、
華

け
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
佛
教
に
お
け
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
系
と
い
う
も
の
は
佛
教
と
い
う
名
前
の
も
と
に
互
い
に
つ
な
が
り
あ
っ
て
展
開
し
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ
の
佛
教
以
外
の
他
の
思
想
と
較
べ
て
み
た
場
合
に
、
こ
こ
に
佛
教
の
大
き
な
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
に
お
き
ま
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
思
想
の
変
容
が
あ
り
ま
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
や
ト
ー
マ
ス
の
よ
う
に
、

大
き
な
体
系
を
形
成
し
た
人
だ
も
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
佛
教
の
発
展
と
較
ゞ
へ
て
み
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
は
、

そ
こ
に
一
定
の
枠
が
で
き
て
お
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
神
の
存
在
、
あ
る
い
は
認
識
の
問
題
、
ま
た
信

仰
と
知
識
の
一
致
、
あ
る
い
は
分
離
の
問
題
、
あ
る
い
は
ま
た
三
位
一
体
説
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
の
中
で
基
本
的

な
原
則
が
出
来
上
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。

更
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
起
っ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
反
擁
す
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ

ッ
ク
と
の
間
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
相
違
点
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
例
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
恩
寵
を
教
会
の
管
理
に
委
ね
て
い
る
か
の
如

く
で
あ
り
ま
す
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
恩
寵
は
た
だ
神
の
福
音
に
も
と
づ
き
、
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
義
と
せ
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
ま

た
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
祭
司
的
な
性
格
が
非
常
に
強
く
、
伝
統
や
制
度
を
絶
対
化
す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
に
は
聖

吾
に
帰
っ
て
信
仰
を
告
白
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
に
は
、
聖
職
者
と
信
者
と
の
身
分
的
な
区
別
を
き
び
し
く
し

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
に
は
、
そ
れ
は
機
能
的
な
区
別
で
あ
り
ま
し
て
、
身
分
的
に
は
神
の
前
に
は
す

雫
へ
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
た
て
ま
え
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
相
違
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
基
本
的
な
立
場
に
お

い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
発
展
の
根
底
に
は
、
あ
る
一
定
の
原
理
的
な
問
題
が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
詳
し

ス
言
う
哲
学
時
代
に
な
り
ま
し
て
、
エ
リ
ウ
ゲ
ナ
（
同
旨
鴨
ロ
四
）
、
あ
る
い
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
Ｓ
ｐ
の
巴
日
扁
）
、
そ
し
て
ス
コ
ラ
最
大
の

哲
学
者
で
あ
る
、
ト
ー
マ
ス
・
ア
キ
ー
ナ
ス
角
９
日
開
シ
名
目
郁
昂
）
が
出
て
お
り
ま
す
。
こ
の
人
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
伝
儲
さ
蔚
扇
砂
）

の
哲
学
を
受
け
入
れ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
組
織
を
作
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ト
ー
マ
ス
・
ア
キ
ー
ナ
ス
の
批
判
者
に
ド
ゥ
ン

ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
（
己
Ｅ
〕
め
の
８
自
吻
）
や
オ
ッ
カ
ム
（
○
○
８
日
）
、
更
に
神
秘
思
想
家
の
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
（
両
。
匡
国
耳
）
が
出
て
い
る
の
で

あ
り
ま
す
ｃ
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く
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
カ
ト
リ
ッ
ク
を
代
表
す
る
ト
ー
マ
ス
の
「
神
学
大
全
」
と
、
こ
れ
に
対
し
て
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
（
ｇ
辱
旨
）
の
「
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
」
が
挙
げ
ら
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
ト
ー
マ
ス
の
「
神
学
大
全
」
と
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
「
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
」
を
較
べ
て
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
や
は
り
基
本
的
に

神
と
は
何
ぞ
や
；
ま
た
キ
リ
ス
ト
と
は
何
か
、
更
に
人
間
の
問
題
、
あ
る
い
は
人
間
の
信
仰
の
問
題
が
そ
の
主
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る

神
と
は
何
ぞ
や
；

の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
特
徴
に
対
し
ま
し
て
佛
教
の
場
合
に
は
著
し
い
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
実
に
多
く
の

学
派
が
成
立
し
て
お
っ
て
↑
し
か
も
そ
の
学
派
に
お
け
る
思
想
的
な
組
織
と
い
う
も
の
は
、
お
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
イ
ン
ド
の
唯
識
説
と
中
国
の
天
台
と
を
較
令
へ
て
み
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ー
ト
教
の
場
合
と
は
全
く
違
っ
て
、
そ
の
主
題
も
、
そ
の
体
系

も
全
然
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
唯
識
説
の
場
合
に
は
、
私
ど
も
の
心
の
問
題
を
重
層
的
に
、
あ
る
い
は
立
体
的
に
、
今
日
の
言

葉
で
申
し
ま
す
と
深
層
心
理
学
的
に
‐
わ
れ
わ
れ
の
心
の
性
質
を
追
求
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
つ
い
に
そ
の
根
底
に
阿
頼
耶
識
に

到
達
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
心
の
立
体
的
、
あ
る
い
は
重
層
的
な
体
系
と
申
す
こ
と
が
で
き
ま
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
追
求

の
仕
方
は
西
洋
の
思
想
で
は
、
ご
く
近
年
ま
で
全
く
現
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
佛
教
並
び
に
イ
ン
ド
固
有
の
思
想
の
大
き
な

の
仕
方
は
西
洋
の
思
想
で
は
、
一

特
徴
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
中
国
の
天
台
に
な
り
ま
す
と
、
唯
識
と
は
違
っ
て
、
心
の
重
層
性
、
立
体
性
と
い
う
こ
と
は
全
く
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
心
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
わ
れ
方
に
考
察
が
む
け
ら
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
御
承
知
の
よ
う
に
、
一
念

三
千
、
十
界
互
具
、
あ
る
い
は
一
心
三
観
な
ど
の
よ
う
な
組
織
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
出
発
点
に
お
き
ま
し
て
は
、
唯

識
の
場
合
も
、
天
台
の
場
合
も
、
現
実
に
わ
れ
わ
れ
が
知
覚
し
て
お
る
と
こ
ろ
の
、
こ
の
心
、
現
実
の
こ
の
心
か
ら
出
発
し
て
お
る
点
で

は
異
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
唯
識
で
は
そ
れ
を
立
体
的
に
掘
り
下
げ
て
お
り
ま
す
し
、
天
台
で
は
心
の
外
の
世
界
が
心
と
と
も
に

ま
た
心
に
つ
な
が
り
合
い
な
が
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
唯
識
に
お
け
る
心
と
、
天
台
に
お
け
る
心
と
は
、
同
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じ
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
心
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
考
え
方
は
全
く
違
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

天
台
の
場
合
に
は
そ
の
心
は
私
ど
も
の
迷
い
、
あ
る
い
は
悟
り
、
そ
の
迷
悟
の
対
立
を
離
れ
ま
し
て
、
無
限
に
果
て
し
な
く
そ
の
心
が

広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
下
は
地
獄
の
世
界
か
ら
、
上
は
佛
の
世
界
ま
で
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
も
地
獄
と
思
っ
て
い
た
ら
、
そ
の
地
獄
の
真
っ
た
だ
中
に
伽
が
現
わ
れ
、
佛
と
思
っ
て
い
た
ら
、
佛
の
そ
の
中
に
地
獄
の
姿
が
現
わ

れ
る
、
こ
れ
が
天
台
の
心
の
姿
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
ど
も
の
現
実
、
こ
の
刹
那
の
心
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
地

獄
も
佛
も
、
皆
す
ゞ
へ
て
世
界
を
呑
み
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
ま
し
て
唯
識
で
は
、
そ
の
心
は
迷
悟
の
対
立
の
中
で
、

わ
れ
わ
れ
の
迷
い
の
現
実
を
掘
り
下
げ
て
ま
い
り
ま
し
て
、
そ
う
し
て
心
の
体
系
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
唯
識
で
は
、

そ
の
体
系
は
や
が
て
転
換
さ
る
識
へ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
転
識
得
智
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
た
し
ま
す
と
、
唯
識
に
お
け

る
心
の
体
系
は
い
わ
ば
の
烏
の
旨
遇
降
の
日
（
影
の
体
系
）
で
あ
る
と
い
え
る
か
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
天
台
と
唯
識
と
は
互
い
に
同

じ
佛
教
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
主
迦
と
体
系
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
同
じ
私
ど
も
内
面
の
心
を
取
り
扱
っ
て
お
り
ま
す
阿
頼
耶
識
と
如
来
蔵
と
は
全
く
違
っ
て
お
り
ま
す
。
阿
頼
耶
識
は
い
ま
申
し
ま

す
よ
う
に
私
ど
も
の
迷
い
の
心
の
根
源
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
如
来
蔵
は
悟
り
の
心
で
あ
り
ま
す
。
如
来
蔵
思
想
の
発
展
は
古

く
イ
ン
ド
に
起
り
ま
し
て
、
種
次
の
経
典
、
論
を
経
な
が
ら
、
「
究
寛
一
乗
宝
性
論
」
あ
た
り
で
一
応
の
体
系
が
出
来
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
の
「
宝
性
諭
」
の
中
で
色
次
な
側
面
か
ら
如
来
蔵
が
考
察
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
結
局
、
こ
の
如
来
蔵
は
何
か
実
体

的
な
、
ま
と
ま
っ
た
一
つ
の
実
在
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
意
識
と
は
違
っ
た
面
で
活
動
し
て
い
る
佛
の
動
き
で
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
信
心
で
あ
る
と
か
、
禅
定
で
あ
る
と
か
、
智
慧
で
あ
る
と
か
、
慈
悲
で
あ
る
と
か
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
の
心
の
働
き
と

な
っ
て
い
る
の
が
、
如
来
蔵
の
姿
で
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
を
宝
性
論
は
訴
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

阿
頼
耶
識
と
如
来
蔵
と
は
あ
る
時
代
に
お
き
ま
し
て
は
、
例
え
ば
拐
伽
経
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
中
国
の
浄
影
寺
慧
遠
で
あ
る
と
か
、

こ
う
い
う
文
献
の
中
で
は
阿
頼
耶
識
と
如
来
蔵
と
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
例
外
で
あ
り
ま
し
て
、
も
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と
も
と
こ
の
阿
頼
耶
識
と
如
来
蔵
と
は
、
い
ま
申
し
ま
す
よ
う
に
別
個
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
心
の
外
が
心
と
と
も
に
、
心
に
つ

な
が
り
合
っ
て
考
察
さ
れ
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
中
国
の
華
厳
宗
も
ま
た
天
台
と
は
違
っ
た
組
織
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
杜
順
、

智
侭
、
法
蔵
、
あ
る
い
は
澄
観
、
宗
密
と
い
う
よ
う
に
、
事
事
無
磯
法
界
、
十
玄
門
の
世
界
観
と
し
て
発
展
し
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
天
台
の
諸
法
実
相
に
対
し
て
、
華
厳
の
法
界
縁
起
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
天
台
で
は
一
念
三
千
、
十
界
互
具
，
華
厳

で
は
事
事
無
擬
法
界
縁
起
と
し
て
展
開
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
間
に
は
本
質
的
に
は
互
い
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
点
も
見
受
け
ら
れ
ま

す
。
と
こ
ろ
が
華
厳
を
踏
ま
え
ま
し
て
真
言
に
ま
で
発
展
し
て
ま
い
り
ま
す
と
、
真
言
の
組
織
体
系
は
御
承
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
弘

法
大
師
空
海
に
よ
っ
て
大
き
な
組
織
が
出
来
て
お
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
＄
そ
の
天
台
と
真
言
と
は
そ
の
立
場
が
全
く
違
っ
て
く
る
の
で

天
台
に
お
き
ま
し
て
は
、
特
に
中
国
の
天
台
大
師
智
頒
の
場
合
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
現
在
の
一
念
心
（
一
つ
の
念
い
、
一
つ
の
心
）
に

出
発
し
て
、
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
現
在
、
自
分
の
心
に
浮
ん
で
い
る
心
の
姿
を
と
ら
え
て
、
そ
れ
を
色
友
な
観
点

か
ら
観
察
し
、
行
じ
て
ま
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
遂
に
は
佛
の
世
界
に
向
か
っ
て
諸
法
の
実
相
を
究
め
て
い
く
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。
残
念
な
が
ら
天
台
大
師
の
「
摩
訶
止
観
」
は
未
完
結
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
れ
は
後
の
方
が
欠
文
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が

と
も
か
く
諸
法
の
実
相
を
究
極
の
佛
の
世
界
に
向
か
っ
て
行
じ
抜
い
て
い
こ
う
と
い
う
の
が
、
そ
の
趣
旨
の
よ
う
に
窺
え
る
の
で
あ
り
ま

す
。
つ
ま
り
現
在
の
こ
の
一
念
心
を
出
発
点
と
し
て
、
無
限
に
実
相
の
世
界
へ
踏
み
出
し
て
い
く
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

真
言
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
無
限
に
し
て
、
し
か
も
完
結
し
て
い
る
の
が
毘
臓
舎
那
佛
で
ご
ざ
い
ま
す
。
真
言
は
華
厳
の
思
想
を
踏

ま
え
て
、
更
に
そ
の
奥
に
あ
る
毘
盧
舎
那
佛
が
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
世
界
に
歩
み
出
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
無
限
に
し
て
完
結
し
て
い
る
佛
の
世
界
か
ら
、
現
在
の
こ
の
一
念
心
、
あ
る
い
は
現
在
の
こ
の
身
体
、
私
に
向

か
っ
て
佛
が
歩
み
出
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
真
言
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
存
じ
ま
す
。

以
上
、
佛
教
の
体
系
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
一
部
の
例
を
申
し
上
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
体
系
が
主
題
と
そ
の
組
織
と
を
互
い
に
全
く
違

こ
》
こ
い
土
圭
‐
す
℃
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っ
た
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
点
を
申
し
上
げ
て
み
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
他
、
例
え
ば
イ
ン
ド
か
ら
シ
ナ
に
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
、
あ
る
い
は
シ
ナ
に
出
来
ま
し
た
学
派
を
数
え
て
み
ま
し
て
も
、
成
実
、
毘
曇
、
浬
梁
、
地
論
、
摂
諭
、
三
論
、
そ
れ
に
今
の

天
台
、
華
厳
、
あ
る
い
は
法
相
、
律
、
浄
土
、
禅
、
真
言
、
こ
う
い
う
具
合
に
実
に
多
般
に
亘
る
佛
教
の
体
系
が
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
を
も
っ
て
、
互
い
に
異
な
っ
た
組
織
を
も
っ
て
発
展
し
て
き
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
い
ま
例
に
上
げ
ま
し
た
キ
リ
ス

ト
教
と
較
》
へ
て
、
佛
教
の
思
想
発
展
の
上
の
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
で
は
こ
の
よ
う
な
互
い
に
異
質
的
な
体
系
が
一
体
何

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
一
言
で
申
し
ま
す
れ
ば
、
創
造
の
力
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
い
ま
こ
こ
に
上
げ
ま
し
た
、

も
ろ
も
ろ
の
体
系
は
ど
こ
ま
で
も
形
に
現
わ
れ
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
わ
ば
そ
の
ま
ま
が

３
３
ｍ
］
自
国
‐
自
動
首
（
有
為
界
）
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
創
造
の
力
は
如
何
な
る
形
も
越
え
て
如
何
な
る
形
態
も
越
え
て
お

る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
煙
‐
⑳
色
目
、
耳
目
包
冨
目
（
無
為
界
）
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
る
い
は
存
在
の
根
源
の
力
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
全
く
形
を
越
え
た
も
の
、
形
態
の
な
い
も
の
こ
そ
が
力
で
あ
り
‐
そ
の
意
味
に
お
き
ま
し
て
真
の
実
在
界
に
つ
な
が
っ
て
お

私
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
充
分
に
存
じ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
佛
教
の
信
仰
は
形
を
越
え
た
世
界
に
基
づ
い
て
は
じ
め
て
安
定
す
る
、

こ
れ
が
私
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
に
対
し
て
佛
教
の
信
仰
の
特
徴
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
は
佛
教
に
お
け
る
最
初
の
創
造
力
と
は
何

か
。
こ
れ
は
申
す
ま
で
も
な
く
釈
尊
の
成
道
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
の
成
道
は
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
解
脱
さ
れ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
終
着

点
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
解
脱
が
創
造
す
る
力
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
が
新
し
い
出
発
点
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
原
始

経
典
、
あ
る
い
は
大
乗
経
典
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
作
り
出
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

私
ど
も
は
、
佛
の
教
え
、
表
現
さ
れ
た
教
義
、
佛
教
思
想
の
展
開
な
ど
に
、
目
を
向
け
る
と
同
時
に
＄
そ
れ
ら
の
形
を
こ
え
た
、
し
か

も
表
現
し
‐
実
現
す
る
創
造
の
力
に
、
思
い
を
い
た
す
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
徹
頭
徹
尾
形
を
こ
え
て
創
造
す
る
所
の

力
、
こ
れ
を
原
始
経
典
の
中
で
一
つ
の
実
例
と
い
た
し
ま
し
て
、
私
は
沙
門
果
経
（
獣
目
創
冒
‐
唇
幽
匿
‐
曽
茸
煙
己
冨
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

る
と
存
じ
ま
す
。
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第
一
に
は
奴
隷
の
実
例
で
あ
り
ま
す
．
そ
の
奴
隷
が
思
う
に
は
、
阿
闇
世
王
は
大
変
え
ら
い
大
王
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
五
欲
に
心
を
う

ば
わ
れ
て
い
る
。
自
分
は
奴
隷
の
召
使
い
と
し
て
毎
日
毎
日
人
友
の
た
め
に
は
た
ら
い
て
い
る
。
も
し
自
分
が
出
家
し
て
五
欲
を
離
れ
る

こ
と
が
で
き
て
、
少
欲
知
足
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
さ
ぞ
か
し
楽
し
い
で
あ
ろ
う
と
思
い
、
か
れ
は
出
家
し
た
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
う
し
て
沙
川
と
し
て
の
事
実
上
の
果
報
を
受
け
た
の
で
あ
り
ま
す
。

釈
尊
は
、
こ
の
奴
隷
の
出
家
者
と
し
て
の
果
報
を
第
一
と
い
た
し
ま
し
て
、
次
か
ら
次
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
果
報
を
述
隷
へ
て
お
ら
れ
る
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
に
は
禅
定
の
世
界
も
出
て
ま
い
り
ま
し
て
、
第
一
禅
定
、
第
二
禅
定
、
第
三
、
第
四
の
禅
定
と
い
う
よ
う
に
、
次

第
に
禅
定
が
深
ま
っ
て
い
く
果
報
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
問
に
、
釈
尊
の
述
べ
ら
れ
て
い
る
教
え
と
、
い
わ
ゆ
る
外
道

の
示
し
て
い
る
教
え
と
の
間
に
、
重
な
り
合
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
私
ど
も
の
身
体
は
‐
地
、
水
、
火
、
風
の
四
大
種
か
ら
出
来
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
身
体
は
壊
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
や

が
て
減
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
釈
尊
も
そ
う
教
え
て
お
ら
れ
ま
す
し
、
ま
た
六
師
外
道
の
中
の
シ
茸
Ｐ
‐
屍
の
出
盲
目
冨
冒
も
釈

尊
と
同
じ
こ
と
を
教
え
て
お
り
ま
す
。
六
十
二
見
道
の
な
か
の
断
滅
論
（
ご
ｏ
８
①
§
‐
ぐ
且
騨
）
も
全
く
同
じ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
外
道
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
見
解
か
ら
、
直
ち
に
決
定
的
な
人
生
観
を
導
き
出
し
て
く
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
す
な
わ

き
る
か
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
沙
門
果
経
に
お
き
ま
し
て
は
阿
閣
世
王
（
ど
四
国
閏
ヰ
ロ
）
が
一
つ
の
問
題
を
提
起
い
た
し
ま
し
た
。
そ
れ

は
世
の
中
に
は
色
女
な
技
能
が
あ
る
。
百
姓
は
百
姓
の
技
能
‐
商
人
は
商
人
の
技
能
、
そ
う
い
う
色
女
な
技
能
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
事
実
上
の
果
報
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
体
、
出
家
者
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
事
実
上
の
果
報
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
が
阿
閣

世
王
の
切
実
な
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

ま
ず
彼
は
六
師
外
道
の
見
解
を
尋
ね
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
て
第
七
番
目
に
釈
尊
に
こ
の
問
題
を
ぶ
つ
つ
け
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
釈

尊
の
答
え
は
非
常
に
長
左
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
は
次
か
ら
次
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
無
数
の
回
答
が
用
意
さ
れ
て
お
り
ま

半
ｑ
ノ
○
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し
か
る
に
釈
尊
の
場
合
に
は
、
身
体
は
地
、
水
、
火
、
風
か
ら
成
っ
て
壊
滅
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
体
得
し

て
い
る
一
つ
の
果
報
で
あ
っ
て
、
果
報
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
更
に
そ
れ
よ
り
も
深
い
果
報
が
あ
る
。
つ
ま
り

釈
尊
で
は
、
一
つ
の
果
報
あ
る
い
は
見
解
か
ら
、
そ
れ
と
同
じ
レ
ヴ
ェ
ル
で
決
定
的
な
人
生
観
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に

そ
れ
よ
り
も
深
い
果
報
へ
と
進
ん
で
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
釈
尊
に
よ
っ
て
つ
ぎ
つ
ぎ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
果
報
は
、
天
耳
通
ゞ
他
心
通
、
宿
命
通
、
天
眼
通
、
漏
尽
通
と
深

ま
っ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
宿
命
通
を
と
り
出
し
て
み
ま
す
と
、
釈
尊
は
禅
定
の
境
地
に
入
り
な
が
ら
、
自
分
の
無
限
の
過

去
世
を
追
憶
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
数
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
無
限
の
過
去
世
か
ら
、
次
か
ら
次
へ
と
生
ま
れ
変
わ
り
し
て
、
現
在
の
自
分

が
こ
こ
に
生
ま
れ
出
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
遙
か
な
世
界
か
ら
追
憶
し
て
、
現
在
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
六
十
二
見
道
の
一
つ
で
あ
り
ま
す
常
住
論
命
開
の
色
冨
‐
乱
目
）
は
、
そ
れ
と
全
く
同
じ
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
点
で
は
釈
尊
の
教
え
と
、
常
住
論
の
教
え
と
は
全
く
同
一
で
あ
り
ま
す
。

し
か
る
に
常
住
論
で
は
、
先
程
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
過
去
世
の
追
憶
か
ら
、
直
ち
に
こ
の
我
は
常
住
で
あ
る
と
い
う
人
生
の

決
定
論
を
導
き
出
す
の
で
あ
り
ま
す
。
常
住
と
い
う
こ
と
が
人
生
の
結
論
で
あ
り
ま
す
。
釈
尊
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
て
；
そ
れ
は
一

つ
の
果
報
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
深
い
果
報
が
あ
る
。
そ
う
し
て
釈
尊
は
天
眼
通
、
湘
尽
通
へ
と
進
ん
で
い
く
の
で

主
の
ｈ
／
ギ
ェ
９
。

漏
尽
通
で
は
、
釈
尊
は
、
こ
の
世
の
世
界
＄
こ
の
現
実
の
自
分
を
如
実
に
知
見
し
て
、
愛
欲
、
生
存
、
無
明
か
ら
解
脱
し
て
い
く
こ
と

を
教
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
し
て
最
後
に
、
「
解
脱
に
お
い
て
解
脱
す
る
」
言
日
具
冨
⑩
目
口
気
目
呉
国
目
）
と
い
う
智
慧
（
副
箇
）

が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
お
ら
れ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
釈
尊
の
お
気
持
を
付
度
し
て
み
ま
す
と
、
「
解
脱
に
お
い
て
解
脱

ち
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
壊
滅
的
で
あ
る
か
ら
↑
し
た
が
っ
て
こ
の
我
は
断
滅
す
る
。
そ
う
い
う
人
生
の
決
定
的
な
原
理
を
導
き
出
し
て

、
る
の
で
あ
ｈ
ノ
ま
す
。
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す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
解
脱
し
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
お
と
ら
わ
れ
な
い
、
そ
の
解
脱
を
も
な
お
解
脱
し
て
い
く
、
い
わ
ば
果
て
し
な

く
解
脱
し
て
い
く
、
果
て
し
な
く
目
覚
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
釈
尊
が
説
い

て
こ
ら
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
沙
門
の
果
報
が
次
か
ら
次
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
、
そ
の
根
本
性
格
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、

い
う
な
れ
ば
沙
門
の
果
報
に
関
す
る
釈
尊
の
結
論
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
結
論
は
、
外
道
の
よ
う
に
人
生
に
つ
い
て
の
重

要
な
見
解
か
ら
、
直
ち
に
導
き
出
さ
れ
る
決
定
的
な
結
論
で
は
な
く
て
、
ど
こ
ま
で
も
解
脱
し
て
い
く
、
有
為
の
奥
山
を
超
え
て
止
ま
な

い
と
い
う
、
人
生
超
脱
の
根
本
力
で
あ
り
ま
す
。
教
理
の
上
で
は
、
外
道
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
点
が
あ
り
な
が
ら
↑
し
か
も
本
質
的
に

は
外
道
と
全
く
快
を
分
か
つ
所
の
釈
尊
の
座
標
が
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
活
動
し
て
止
ま
な
い
力
こ
そ
、

そ
の
後
の
佛
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
教
理
、
体
系
、
し
か
も
前
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
比
較
し
て
、
互
い
に
全
く
独
立
し
た

思
想
体
系
を
持
つ
所
の
さ
ま
ざ
ま
な
学
派
の
展
開
の
根
本
動
力
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
存
じ
ま
す
。
こ
こ
に
釈
尊
の
開
示
さ
れ
た
解

脱
の
深
い
意
味
を
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
解
脱
の
根
本
動
力
に
も
と
づ
い
て
展
開
し
た
実
例
に
つ
い
て
み
ま
す
と
、
た
と
え
ば
部
派
佛
教
に
お
け
る
説
一
切
有
部
の

大
作
で
あ
る
「
大
毘
婆
沙
論
」
は
、
そ
の
よ
う
な
典
型
的
な
一
つ
の
文
献
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
の

主
題
を
取
り
上
げ
て
＄
い
か
な
る
問
題
に
も
、
一
つ
の
立
場
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
考
え
方
を
導
入
し
つ
つ
自
由
に
思
考

し
な
が
ら
正
し
い
見
解
に
達
し
て
い
こ
う
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
即
の
昼
の
具
の
Ｈ
の
特
徴
が
現
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
大
毘
婆
沙
論
の
背
景
に
私
は
や
は
り
創
造
の
力
が
は
た
ら
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

ま
た
、
大
乗
の
諸
経
典
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
大
乗
の
諸
経
典
は
、
華
厳
経
、
法
華
経
、
無
量
寿
経
や
、
あ
る
い
は
初
期

の
般
舟
三
昧
経
で
あ
る
と
か
、
首
枅
厳
経
で
あ
る
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
諸
経
典
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
単
な
る

印
①
昼
の
鳥
①
ロ
で
は
な
く
て
、
そ
の
己
の
ロ
可
口
を
包
ん
で
い
る
大
き
な
生
命
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
大
き
な
力
が
大
乗
の
諸
経
典
に
働
い
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
典
の
な
か
に
は
色
友
な
主
題
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
が
、
た
と
え
ば
禅
定
と
智
慧
と
が
相
い
呼
応
し
な
が
ら
、
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佛
の
説
法
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
説
法
を
生
み
出
す
根
本
に
は
、
す
等
へ
て
を
包
ん
で
い
る
、
形
に
な
ら
な
い
力
と
い
う
か
、
あ

る
い
は
法
身
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
形
を
こ
え
た
無
限
の
力
が
働
い
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
ま
た
華
厳
経
や
法
華
経
に
は
佛
国
士
が

説
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
佛
国
土
は
固
然
と
し
て
実
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
佛
国
士
は
無
為
か
ら
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
無
為

に
よ
っ
て
包
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
固
然
と
し
て
実
在
し
て
い
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

金
剛
般
若
経
に
は
、
釈
尊
と
須
菩
提
の
問
答
が
出
て
お
り
ま
す
。
そ
の
問
答
の
中
に
阿
褥
多
羅
三
蔬
三
菩
提
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
お

り
ま
す
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

須
菩
提
は
、
釈
尊
の
問
い
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
答
え
て
お
り
ま
す
。

「
世
尊
よ
、
私
が
世
尊
の
説
か
れ
た
意
味
を
知
る
限
り
で
は
、
如
来
に
よ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
阿
褥
多
羅
三
鏡
三
菩
提
で
あ
る
と
、
ま
の
あ

た
り
自
覚
し
た
所
の
何
ら
の
法
も
存
在
せ
ず
、
ま
た
教
え
ら
れ
た
法
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
如
来
が
ま
の
あ
た
り
自
覚
し
た
、
或

は
教
え
た
法
は
、
不
可
取
（
四
唱
帥
言
国
）
で
あ
り
、
不
可
説
（
騨
口
号
巨
］
名
昌
四
）
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
法
で
も
非
法
で
も
あ
り
ま
せ
ん

と
い
う
の
は
聖
人
（
凹
型
名
目
彊
冨
自
覚
の
主
体
）
は
無
為
か
ら
現
わ
れ
た
も
の
鱒
閨
日
切
耳
３
百
号
冒
臼
国
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
」

そ
し
て
あ
の
有
名
な
「
応
無
所
住
而
生
其
心
」
（
何
も
の
に
も
よ
り
か
か
ら
な
い
心
が
生
ず
令
へ
き
で
あ
る
。
鱒
目
鼻
員
巨
冨
日
日
詐
煙
日

巨
ｇ
且
昌
詳
四
ぐ
冨
日
）
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
無
上
の
悟
り
と
い
う
の
は
、
こ
れ
と
い
っ
て
対
象
的
に
把
握
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
の
無
上
の
悟
り
を
自
覚
し
て
い
る
主
体
は
、
無
為
か
ら
現
わ
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
あ
る
い
は
何
も
の
に
も

、
、
、
、

、
、
、

よ
り
か
か
ら
な
い
心
が
生
ず
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
無
為
か
ら
現
わ
れ
る
、
と
か
、
よ
り
か
か
ら
な
い
心
が
生
ず
る
と
か
い
う
、
こ

、
、
、
、
、
、
、

の
現
わ
れ
る
．
生
ず
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
解
脱
の
創
造
す
る
力
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
形
態
を
踏
み
こ
え
て
い
る
所
か

ら
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
所
の
根
本
力
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
力
を
受
け
と
る
こ
と
が
智
慧
で
あ
り
、
信
で
あ
り
、
大
悲
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
大
般
若
経
で
は
、
五
淵
、
十
二
処
、
十
八
界
と
い
う
よ
う
な
世
界
観
、
あ
る
い
は
預
流
、
一
来
、
不
還
、
阿
羅
漢
と
い
う
よ
う

な
修
行
の
段
階
、
あ
る
い
は
ま
た
、
自
利
・
利
他
に
わ
た
る
倫
理
的
・
宗
教
的
な
諸
活
動
な
ど
が
説
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、
い
か
な
る
世
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界
観
に
お
い
て
も
、
ま
た
い
か
な
る
修
行
の
段
階
や
自
利
・
利
他
の
諸
活
動
に
お
い
て
も
、
ど
こ
に
も
止
ま
ら
な
い
で
ゞ
果
て
し
な
く
生

き
と
お
し
て
い
く
所
の
活
動
的
な
力
、
そ
れ
こ
そ
般
若
波
羅
蜜
多
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。

こ
こ
に
申
し
上
げ
る
時
間
が
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
イ
ン
ド
佛
教
あ
る
い
は
中
国
佛
教
の
発
展
は
、
御
承
知
の
よ
う
に
色
女

な
学
派
、
色
左
な
思
想
の
流
れ
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
最
後
に
日
本
の
佛
教
徒
と
し
て
、
日
本
佛
教
の
特
徴
が
い
か
な
る
点
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
日
本
佛
教
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
イ
ン
ド
佛
教
、
中
国
佛
教
と
比
較
い
た
し
ま
し
て
、
そ
こ
に
は
独
特
の
体
系
と
い
う

も
の
が
殆
ん
ど
見
当
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
も
例
え
ば
、
弘
法
大
師
の
十
住
心
論
、
秘
蔵
宝
鐵
、
弁
顕
密
二
教
諭
の
よ
う
な

教
判
、
あ
る
い
は
即
身
成
佛
義
、
声
字
実
相
義
、
件
字
義
と
い
う
よ
う
な
三
部
作
、
そ
う
い
う
点
に
日
本
の
佛
教
者
と
し
て
の
多
少
の
特

徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
存
じ
ま
す
・
ま
た
道
元
禅
師
の
正
法
眼
蔵
は
体
系
と
い
う
ま
で
に
は
至
っ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
佛
祖
正
伝

の
流
れ
の
中
に
お
け
る
道
元
独
特
の
思
索
の
跡
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

佛
教
の
根
本
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
佛
法
僧
の
三
宝
に
帰
依
す
る
こ
と
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
そ
の
佛
法
伽
の
中
で
、
イ
ン
ド
に
お
け

る
無
数
の
原
始
経
典
・
大
乗
経
典
、
あ
る
い
は
中
観
・
唯
識
・
如
来
蔵
な
ど
の
思
想
形
態
、
こ
れ
を
法
の
実
現
で
あ
る
と
い
た
し
ま
す
と
、

ま
た
中
国
に
お
け
る
三
論
、
法
相
、
天
台
、
華
厳
、
禅
、
浄
土
、
こ
う
い
う
学
派
の
形
成
も
ま
た
法
の
実
現
で
あ
る
と
い
た
し
ま
す
と
、

日
本
佛
教
の
場
合
に
は
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
意
味
の
法
の
実
現
は
殆
ん
ど
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

従
来
の
日
本
佛
教
の
発
展
的
な
特
徴
は
、
佛
・
法
・
僧
の
中
の
「
佛
」
と
「
僧
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
こ
の
僧
（
の
自
哩
国
）
は
、
も
と
も
と
出
家
者
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
日
本
佛
教
は
御
承
知
の
よ
う
に
段
女
と

在
家
の
大
衆
へ
と
向
か
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
親
鶯
聖
人
は
非
僧
非
俗
と
い
わ
れ
、
そ
れ
は
僧
に
も
非
ず
、
俗
に
も
非
ざ
る
中

間
的
な
存
在
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
精
神
的
な
新
し
い
出
家
者
、
あ
る
い
は
真
実
の
在
俗
者
を
目
指
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
も
今
日
の
新
興
佛
教
は
、
も
は
や
出
家
在
家
の
区
別
を
離
れ
て
、
ひ
た
す
ら
大
衆
の
佛
教
を
か
ざ
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
僧
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（
の
四
侭
冨
）
の
発
展
は
、
た
し
か
に
日
本
佛
教
の
独
白
の
性
格
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

つ
ぎ
に
、
佛
法
僧
の
中
で
、
も
っ
と
も
重
要
な
佛
の
世
界
、
佛
の
立
場
が
、
私
は
日
本
佛
教
の
も
う
一
つ
の
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
と

存
じ
ま
す
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
聖
徳
太
子
は
三
宝
帰
依
の
精
神
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
三
宝
の
中
で
最
後
に
は
佛
に
帰
依
し
た
て
ま
つ

る
と
い
う
こ
と
が
太
子
の
根
本
精
神
で
ご
ざ
い
ま
す
。
奈
良
時
代
に
お
き
ま
し
て
は
、
聖
武
天
皇
が
華
厳
経
あ
る
い
は
梵
網
経
の
精
神
に

基
づ
き
ま
し
て
、
毘
臆
舎
那
佛
を
も
っ
て
わ
が
国
の
活
動
の
指
針
と
な
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
平
安
時
代
に
な
り
ま
し

て
、
天
台
、
真
言
の
新
興
佛
教
が
現
わ
れ
、
こ
と
に
比
叡
山
に
お
い
て
は
、
中
国
の
天
台
と
は
違
っ
た
日
本
天
台
が
発
足
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
は
天
台
の
外
に
、
密
、
禅
、
律
を
併
合
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
叡
山
佛
教
の
発
展
に
つ
れ
て
次
第
に
密
教
の
特
徴
が
強
く
な
り
、

円
仁
、
円
珍
、
安
然
に
至
っ
て
最
高
潮
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
毘
臆
遮
那
佛
の
立
場
が
前
面
に
出
て
参
り
ま
す
。
そ
の
後
、
良
源
、
源
信

と
な
っ
て
密
教
の
代
り
に
浄
土
教
が
現
わ
れ
、
毘
臓
遮
那
佛
か
ら
阿
弥
陀
佛
へ
移
っ
て
参
り
ま
す
。
毘
臆
遮
那
佛
、
阿
弥
陀
佛
な
ど
と
名

目
は
違
っ
て
お
り
ま
す
が
、
叡
山
佛
教
は
一
貫
し
て
、
佛
が
前
面
に
現
わ
れ
出
て
き
た
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
し

か
も
浄
土
教
が
盛
ん
に
な
る
頃
か
ら
、
つ
ま
り
平
安
の
中
期
か
ら
末
期
に
か
け
て
、
学
派
相
互
の
柵
は
な
く
、
念
佛
、
禅
、
天
台
、
真
言

の
諸
部
門
は
自
由
に
交
流
し
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
念
佛
を
唱
え
な
が
ら
§
法
華
経
を
信
じ
、
密
教
を
修
し
な
が
ら
阿
弥
陀
佛
の
浄
土

往
生
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
先
程
の
自
由
思
惟
（
甸
風
‐
号
烏
①
ロ
）
に
な
ぞ
ら
え
て
申
し
ま
す
と
、
自
由
信
仰
（
司
風
‐
哩
騨
目
①
ロ
）

或
は
自
由
修
行
（
即
ｇ
‐
弓
自
侭
）
と
で
も
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
自
由
信
仰
・
自
由
修
行
の
な
か
か
ら
、
つ
い
に
鎌

倉
時
代
の
最
も
日
本
的
な
佛
教
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ま
で
日
本
佛
教
に
流
れ
て
き
た
佛
の
立
場
が
鎌
倉
佛
教
に
至
っ
て
一
つ
の
実
り
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
道
元
禅
師
の
佛
祖
単
伝
の
道
、
あ
る
い
は
親
鴬
聖
人
の
絶
対
他
力
の
信
心
で
あ
り
ま
す
。
佛
祖
単
伝
の
道
は
、
佛
の
自
受
用
三

昧
に
窮
ま
り
、
絶
対
他
力
は
、
尽
十
方
無
碍
光
如
来
に
裏
う
ち
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
も
、
佛
の
自
受
用
三
昧
は
、
端
坐
参
禅
に
成
じ
、

尽
十
方
無
碍
光
如
来
の
光
明
は
、
信
の
一
念
に
開
く
。
そ
こ
に
、
果
て
し
な
き
佛
身
と
現
実
の
わ
れ
と
の
感
応
が
成
就
す
る
の
で
あ
り
ま
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す
。
形
態
を
超
え
た
法
身
が
自
ら
働
い
て
現
実
の
我
ま
で
及
ん
だ
と
い
う
佛
の
性
格
は
、
日
本
佛
教
の
大
き
な
特
徴
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

こ
の
時
点
に
立
っ
て
日
本
佛
教
の
未
来
を
望
む
と
き
、
日
本
佛
教
の
あ
る
ゞ
へ
き
姿
が
お
の
ず
か
ら
秀
講
し
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す

な
わ
ち
一
方
で
は
、
佛
教
が
大
衆
の
心
田
に
ど
こ
ま
で
も
浸
透
し
て
い
く
と
同
時
に
、
他
方
で
は
佛
を
仰
ぎ
、
佛
を
背
負
い
、
佛
を
受
け

入
れ
、
か
つ
佛
の
進
む
所
に
向
っ
て
歩
み
を
起
す
蘂
へ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
こ
れ
ま
で
の
日
本
佛
教
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
所

の
法
の
建
設
を
目
指
す
↓
へ
き
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
佛
教
の
思
想
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
現
代
の
思
想
は
、
人
文
、
社
会
、
自
然

の
諸
科
学
に
わ
た
り
、
ま
た
政
治
、
経
済
、
国
際
情
勢
の
活
き
た
領
域
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
活
溌
に
展
開
し
て
お
り
ま
す
。
佛
教
が

こ
の
よ
う
な
現
代
か
ら
未
来
に
か
け
て
、
ど
の
よ
う
な
思
想
体
系
を
か
ち
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
り
ま
す

従
来
の
佛
教
思
想
の
体
系
を
保
存
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
な
仕
事
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
決
し
て
佛
教
の
能
事
お
わ
れ
り
‐

と
い
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
従
来
の
体
系
が
形
態
を
超
え
た
無
為
の
世
界
か
ら
現
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
↑
未
来
の
佛
教
は
、
同
じ
く
形

態
を
こ
え
た
仏
そ
の
も
の
が
自
ら
働
い
て
全
く
新
し
い
未
来
の
体
系
を
創
造
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
（
終
り
）

（
本
稿
は
昭
和
四
十
三
年
五
月
三
十
一
日
、
大
谷
大
学
佛
教
学
会
に
お
け
る
特
別
講
演
の
筆
録
を
先
生
に
加
筆
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。
）
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