
人
類
が
み
ず
か
ら
の
生
存
を
自
覚
し
始
め
て
以
来
、
改
め
て
問

題
に
な
っ
た
の
は
、
単
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
満
足
で
き
ず
、
生

き
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
問
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
人
間
の
存
在
が
持
っ
て
い
る
さ

ま
ざ
ま
な
課
題
で
あ
っ
た
。
人
間
が
単
に
あ
る
存
在
に
す
ぎ
な
い

な
ら
ば
、
あ
る
こ
と
の
上
に
生
ず
る
種
友
雑
多
な
問
題
を
、
そ
の

都
度
受
け
止
め
て
い
け
ば
そ
れ
で
よ
い
。
し
か
し
み
ず
か
ら
の
存

在
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
生
き
る
こ
と
の
上

に
何
ら
か
の
問
題
が
生
ず
る
か
否
か
に
先
立
っ
て
、
あ
る
こ
と
自

身
が
問
題
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
生
き
て

あ
る
こ
と
が
生
き
る
上
で
の
種
次
な
る
問
題
を
生
起
す
る
の
で
あ

り
、
問
題
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
生
き
て
い
る
こ

華
厳
に
お
け
る
佛
の
光
明
に
つ
い
て
（
上
）

一

と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
人
間
が
生
き
て
い
る
と
は
如

何
な
る
意
味
か
；
ま
た
何
ゆ
え
に
生
き
る
こ
と
自
身
が
必
然
的
に

問
題
を
持
つ
の
で
あ
る
か
は
、
人
生
を
考
え
る
者
に
と
っ
て
避
け

得
べ
く
も
な
い
重
要
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
洋
の
東
西
を
問

わ
ず
；
人
類
が
歴
史
の
上
に
そ
の
記
録
を
と
ど
め
始
め
る
や
否
や
、

人
間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
思
索
を

加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
上
に
は
、
以
上
の
ご
と
き

人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
果
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
的
課
題

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

佛
教
が
佛
陀
釈
尊
の
出
現
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
ふ
ま
え
つ
つ
、

人
類
の
精
神
史
に
長
い
足
跡
を
と
ど
め
た
こ
と
に
も
、
単
に
佛
陀

が
佛
陀
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
人
間
が
真
に
人
間

の
持
て
る
課
題
を
究
極
的
に
尋
ね
た
と
き
；
そ
こ
に
佛
陀
が
あ
っ

た
と
い
う
零
へ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
佛
陀
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で

鍵
主
良
敬
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凸

は
な
く
、
佛
陀
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
人
間
が
問
題
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
人
間
を
人
間
と
い
う
枠
の
中
か
ら
見
る
の
で

は
な
く
、
人
間
を
越
え
た
佛
の
立
場
か
ら
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

改
め
て
真
に
人
間
の
問
題
が
根
底
的
に
解
決
す
る
道
が
示
さ
れ
た

の
が
、
佛
教
の
成
り
立
つ
所
以
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

う
。
佛
陀
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
は
人
間
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ

と
で
あ
り
、
佛
陀
に
照
ら
さ
れ
て
は
じ
め
て
人
間
は
赤
裸
女
に
そ

の
真
実
の
相
を
現
わ
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
佛
と
は
何

か
」
と
の
問
い
が
、
佛
教
の
教
学
上
如
何
に
重
要
な
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
る
か
、
お
の
ず
か
ら
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
大

乗
佛
教
と
い
わ
れ
る
豊
か
な
精
神
的
土
壌
を
背
景
に
し
つ
つ
、
歴

史
的
に
実
在
し
た
佛
陀
と
は
如
何
な
る
意
味
を
持
て
る
も
の
で
あ

る
か
を
↑
そ
の
存
在
の
根
源
に
帰
っ
て
解
明
し
た
種
女
な
る
経
典

群
も
、
そ
の
点
で
常
に
佛
と
は
何
か
を
問
い
続
け
た
人
間
精
神
の

た
ゆ
ま
ざ
る
遍
歴
の
足
跡
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
ら
の
大
乗
経
典
の
中
で
特
に
華
厳
経
は
、
そ
の
正
式
の
経

名
で
あ
る
「
大
方
広
佛
華
厳
経
」
が
示
す
と
お
り
、
「
佛
と
は
何

か
」
と
の
問
い
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
旧
訳
六
十

巻
、
新
訳
八
十
巻
の
中
に
展
開
さ
れ
る
壮
大
な
精
神
の
音
楽
的
・

絵
画
的
様
相
は
、
単
に
そ
れ
が
佛
の
み
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と

は
い
い
き
れ
な
い
面
を
持
ち
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
精
神
の
形
態
を
、

常
識
と
い
わ
れ
る
特
定
の
先
入
観
を
打
破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ほ
し
い
ま
ま
に
天
が
け
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か

し
そ
の
種
女
相
を
た
だ
一
点
に
お
い
て
押
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
や
は
り
「
佛
」
の
一
語
に
尽
く
さ
れ
る
と
い
う
寺
へ
き
で
あ
る
。

経
が
み
ず
か
ら

如
来
所
説
の
一
語
中
に

①

無
辺
の
契
経
海
を
演
出
し
た
ま
う

と
い
う
場
合
、
無
限
に
展
開
し
て
止
ま
な
い
佛
説
も
た
だ
一
語
を

説
く
の
み
で
あ
る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
あ
ら

ゆ
る
教
説
の
姿
を
と
り
つ
つ
、
根
本
的
に
現
わ
さ
る
べ
き
も
の
は

た
だ
一
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
如
何
に
多
様
に
展
開
し

て
も
根
源
な
る
一
事
を
離
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
佛
は
そ
の
長
い
説
法
教
化
の
間
、
た
だ
一
語
し
か
説
か
れ

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
経
の
「
一
語
中
、
演
出
無
辺

契
経
海
」
の
語
は
、
海
の
ご
と
く
広
大
で
辺
際
の
な
い
佛
説
は
、

本
来
こ
れ
が
佛
説
で
あ
る
と
い
う
特
定
の
ド
グ
マ
的
規
定
を
受
け

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
如
何
に
佛
説
が
際
限

な
く
発
展
し
て
も
、
そ
れ
は
根
源
の
一
事
を
内
含
し
た
上
で
の
こ

と
で
あ
る
こ
と
を
現
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

「
無
辺
契
経
海
」
と
し
て
何
が
佛
説
で
あ
る
か
不
明
な
ほ
ど
に
変

転
す
る
佛
説
も
、
そ
れ
が
佛
説
で
あ
る
た
め
に
は
何
で
も
よ
い
の
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で
は
な
く
、
根
源
の
一
事
が
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

し
て
そ
の
一
事
こ
そ
華
厳
経
が
あ
の
彪
大
な
分
量
を
費
し
て
顕
示

し
よ
う
と
し
た
「
佛
と
は
何
か
」
と
の
問
い
に
対
す
る
解
答
で
あ

り
、
佛
と
い
う
形
で
は
じ
め
て
根
源
的
に
明
ら
か
に
な
る
人
間
の

人
間
た
る
所
以
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

か
く
て
如
来
は
「
佛
」
な
る
一
語
し
か
説
か
れ
な
か
っ
た
。
し

か
し
そ
の
一
語
が
果
て
し
な
く
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
佛
は
佛
な

る
一
語
に
よ
っ
て
充
分
に
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
一

語
に
し
て
完
結
せ
る
佛
な
る
語
が
、
無
辺
の
契
経
海
た
る
べ
き
内

容
を
持
つ
の
で
あ
る
。
一
語
で
充
分
な
る
も
の
こ
そ
無
限
の
意
味

を
内
含
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
単
に
部
分
的
な
る
も
の
が
集

ま
っ
て
全
体
と
な
る
の
で
は
な
い
。
全
体
を
包
含
し
得
る
よ
う
な

部
分
こ
そ
真
の
部
分
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
て
個
女
差

別
の
現
象
界
に
す
ぎ
な
い
部
分
の
内
に
、
全
体
を
包
ん
で
止
ま
な

い
生
命
の
躍
動
を
見
い
だ
し
て
こ
そ
、
無
限
に
展
開
す
る
佛
の
生

命
を
感
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

華
厳
経
は
そ
の
全
体
が
「
佛
」
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
は
あ

る
が
、
そ
の
中
で
特
に
佛
を
剛
明
す
る
の
が
盧
舎
那
佛
品
巻
第
二

で
あ
る
。
全
体
と
し
て
の
佛
が
盧
舎
那
佛
と
し
て
限
定
さ
れ
る
よ

う
に
見
え
る
こ
の
品
も
、
単
に
部
分
的
に
極
限
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
一
見
捕
え
ど
こ
ろ
の
な
い
全
体
を
、
盧
舎
那
佛
と
し
て
限
定

す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
限
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
全
体

を
現
わ
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
盧
舎

那
佛
品
は
、
「
大
方
広
佛
」
で
あ
る
佛
が
、
華
厳
に
よ
っ
て
荘
厳

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
佛
と
い
う
特
定
の
枠
に
は
め
る
こ
と
の
で

き
な
い
佛
に
、
あ
え
て
盧
舎
那
佛
と
い
う
規
定
を
与
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
規
定
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
そ
こ
で
は
華
厳
経
に
説
か
れ
る
佛
の
内
容
が
、
あ
る

意
味
で
圧
縮
さ
れ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で

あ
る
済
フ
。

し
か
も
こ
こ
に
説
か
れ
る
佛
は
光
輝
く
佛
で
あ
る
。
光
の
荘
厳

な
様
は
経
中
の
到
る
処
に
関
説
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
こ
の
品
で

明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
光
を
放
つ
と
と
も
に
光
に
包
ま
れ
た
光

そ
の
も
の
の
佛
で
あ
る
。
光
に
彩
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
華
厳
経

は
成
立
し
、
華
厳
経
全
体
が
光
を
説
く
経
典
で
あ
る
と
い
っ
て
も②

よ
い
が
、
そ
の
光
明
が
ひ
と
き
わ
生
彩
を
放
つ
の
が
盧
舎
那
佛
品

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
佛
の
光
明
と
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
る
か
。
ま
た
、
如
何
な
る
背
景
に
お
い
て
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
ら
の
問
題
を
こ
の
小
論
で
は
＄
特
に
そ

③

の
品
名
の
性
格
上
光
の
佛
す
な
わ
ち
佛
の
光
明
が
説
か
れ
る
盧
舎

那
佛
品
に
留
意
し
て
述
蘂
へ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
佛
の
光

明
に
対
す
る
諸
種
の
経
論
の
説
中
、
最
も
体
系
的
な
論
述
を
試
み
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て
い
る
の
が
、
賢
首
大
師
法
蔵
の
探
玄
記
で
あ
る
か
ら
、
彼
の
論

説
を
手
が
か
り
と
し
、
ま
た
そ
の
背
景
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
大

智
度
論
等
を
参
照
し
て
、
か
か
る
体
系
化
を
可
能
と
し
た
佛
の
光

明
の
根
源
的
意
味
を
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

賢
首
大
師
法
蔵
は
探
玄
記
巻
第
三
の
初
め
に
お
い
て
盧
舎
那
佛

品
の
品
名
を
釈
す
る
に
あ
た
り
、
盧
舎
那
佛
は
詳
し
く
は
毘
盧
舎

那
佛
と
い
わ
れ
、
光
明
遍
照
の
意
味
で
あ
る
と
し
、
そ
の
光
明
を

詳
説
し
て

光
明
に
二
種
有
り
。
一
に
は
智
光
、
二
に
は
身
光
な
り
。

智
光
に
亦
、
二
義
あ
り
。
一
に
は
法
を
照
す
も
の
、
詔
く
真

俗
を
鍵
べ
蕊
む
る
な
り
。
二
に
は
機
を
照
す
も
の
、
謂
く
普

く
群
品
に
応
ず
る
な
り
。

身
光
に
も
亦
、
二
種
あ
り
。
一
に
は
是
れ
常
光
、
謂
く
円
明

無
礒
な
る
も
の
な
り
。
二
に
は
放
光
、
謂
く
光
を
以
て
警
悟

④

す
る
も
の
な
り
。

と
い
う
。

こ
の
場
合
、
光
明
を
智
光
・
身
光
の
二
種
に
分
け
る
の
は
、
大

智
度
諭
巻
第
四
十
七
の

⑤

光
明
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
色
光
、
二
に
は
智
慧
光
な
り
。

一

お
よ
び
心明

に
二
種
あ
り
。
一
に
は
衆
生
を
度
す
る
が
故
に
身
に
光
明

を
放
つ
。
二
に
は
諸
法
の
総
相
別
相
を
分
別
す
る
が
故
に
智

⑥

慧
の
光
明
な
り
。

の
説
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
佛
の
光
明
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
が
通
常
光
と
い
う
場
合
に
は
、
知
覚
に
感
ぜ
ら
れ
る
日
月
等
の

光
、
も
し
く
は
光
を
発
す
る
特
殊
能
力
を
持
て
る
者
の
光
を
い
う

の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
光
に
対
し
て
佛
の
光
明
が
明
確
に
区

別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
智
度
論
巻
第
七
に
は

光
明
神
力
に
下
中
上
あ
り
。
呪
術
幻
術
の
能
く
光
明
変
化
を

作
す
は
下
な
り
。
諸
天
龍
神
の
光
明
神
力
を
報
得
す
る
は
中

な
り
。
諸
の
三
味
に
入
り
、
今
世
の
功
徳
心
力
を
以
て
大
光

⑦

明
を
放
ち
、
大
神
力
を
現
ず
る
は
上
な
り
。

と
い
わ
れ
、
ま
た

諸
の
天
人
は
能
く
光
を
放
つ
と
誰
も
有
限
有
量
な
り
。
日
月

の
照
す
所
は
唯
四
天
下
の
み
。
佛
の
放
て
る
光
明
は
三
千
大

千
世
界
に
満
ち
、
三
千
大
千
世
界
の
中
よ
り
出
で
て
遍
く
下

方
に
至
る
。

余
人
の
光
明
は
唯
能
く
人
を
し
て
歓
喜
せ
し
む
る
の
み
・
佛

⑧

の
放
て
る
光
明
は
能
く
一
切
を
し
て
聞
法
得
度
せ
し
む
。

つ 旬
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と
い
わ
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
。
余
の
光
は
有
限
で
あ
り
、
特
殊
的

で
あ
る
の
に
反
し
て
佛
の
光
は
無
限
で
あ
り
普
遍
的
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
関
係
を
整
理
し
て
、
職
伽
師
地
諭
巻
第
十
一
で
は
左
の
よ

芦
っ
に
い
》
フ
。

光
明
に
三
種
あ
り
。
一
に
暗
を
治
す
る
光
明
、
二
に
法
光
明
、

三
に
依
身
の
光
明
な
り
。
暗
を
治
す
る
光
明
に
復
た
三
種
あ

り
、
一
は
夜
分
に
在
り
、
謂
は
く
星
月
等
な
り
。
二
は
昼
分

に
在
り
、
謂
は
く
日
光
明
な
り
。
三
に
倶
分
に
在
り
、
謂
は

く
火
珠
等
な
り
。
法
光
明
と
は
謂
は
く
、
も
し
一
あ
り
、
其

の
所
受
所
思
所
触
に
随
っ
て
諸
法
を
観
察
し
、
或
は
復
た
随

念
佛
等
を
修
習
す
。
依
身
の
光
明
と
は
、
謂
は
く
諸
の
有
情

⑨

の
自
然
の
身
光
な
り
。

こ
の
諭
伽
師
地
論
の
説
は
↑
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
上
に
お
い

て
感
受
で
き
る
光
を
治
暗
の
光
明
と
し
て
三
種
に
分
類
し
た
と
こ

ろ
に
進
歩
の
跡
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
依
身
の
光
明
を
諸
の
有
情

の
自
然
の
身
光
で
あ
る
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
中
に
大
智
度

論
の
い
う
幻
術
等
の
光
や
天
人
の
光
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
、
い
ま
だ
未
整
理
の
部
分
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
。
佛
の
光
明
は
依
身
の
光
明
を
仮
り
に
有
限
と
無
限
と
に

差
別
し
た
う
ち
の
無
限
な
る
依
身
の
光
明
に
属
す
る
わ
け
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
佛
の
光
明
は
、
あ
る
場
合
も
あ
り
、
な
い
場
合

も
あ
っ
て
特
定
の
限
定
を
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
他
の
光
に
対

し
て
常
住
不
変
に
し
て
無
際
限
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
に
は
日
月
の
光
の
中
に
あ
り
つ
つ
な
お
暗

闇
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
。
現
象
と
し
て
は

明
る
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
と
し
て
は
暗
い
闇
の
中
に
沈
淌

し
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
一
切
が
灰
色
と
化
し
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
生
気
を
失
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
存
在
自
身
ま
で
も
そ

の
存
立
を
危
う
く
す
る
。
そ
の
闇
は
た
だ
の
闇
で
は
な
く
す
》
へ
て⑩

を
規
定
す
る
闇
で
あ
る
。
光
明
は
そ
の
心
の
闇
を
晴
ら
す
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
心
の
闇
と
は
単
な
る
心
理
的
な
暗
さ
を
い

う
の
で
は
な
く
、
身
心
の
す
尋
へ
て
を
規
制
す
る
よ
う
な
深
い
意
味

で
の
心
の
闇
で
あ
る
。
そ
の
暗
黒
を
照
ら
し
出
し
、
暗
黒
に
よ
っ

⑪

て
起
こ
る
一
切
の
繋
縛
・
無
明
を
解
決
す
る
も
の
が
佛
の
光
明
で

あ
る
。
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
象
的
に
は
暗
い
に
も

⑫

か
か
わ
ら
ず
事
実
と
し
て
は
光
に
包
ま
れ
た
生
き
方
が
は
じ
め
て

可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

佛
の
光
明
は
肉
眼
で
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ

の
有
無
は
一
見
不
明
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
明
確

な
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
そ

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
推
測
、
も
し
く
は
抽
象
的
な
論
議

の
上
で
い
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
最
も
具
体
的
に
実
在
の
真
相
を
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現
わ
し
出
す
は
た
ら
き
に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
通
常

も
の
を
対
象
的
に
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
わ
れ
わ
れ
に
、
見

る
主
体
の
無
限
に
深
い
虚
妄
性
ま
で
も
照
ら
し
出
し
明
ら
か
な
ら

し
め
る
は
た
ら
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
肉
眼
で
は
見
え
な
い

と
い
う
点
で
光
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
の
の
真
相

が
克
明
に
現
出
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
光
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
光

な
き
光
で
あ
り
、
真
の
光
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
佛
光
は
見
る
と

い
う
よ
り
感
ず
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
る
に
そ
の
佛
の
光
明
は
単
一
で
は
な
く
、
身
光
と
智
光
と

⑬

に
分
け
ら
れ
た
。
先
掲
し
た
智
度
論
の
説
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ

う
に
衆
生
を
済
度
す
る
た
め
の
も
の
が
身
光
で
あ
り
、
諸
法
を
分

明
な
ら
し
む
る
も
の
が
智
光
で
あ
る
が
、
法
蔵
は
探
玄
記
巻
第
四

光
明
覚
品
の
釈
に
お
い
て
両
者
の
差
異
を
左
の
ご
と
く
記
述
す
る
。

一
に
は
身
光
が
事
境
を
照
し
て
衆
生
を
し
て
覚
見
せ
し
む
る

に
、
事
に
限
曝
無
き
な
り
。
…
…

二
に
は
智
光
が
理
境
を
照
し
て
衆
生
を
し
て
覚
見
せ
し
む
る

⑭

に
、
理
に
差
別
無
き
な
り
。
・
・
…
．

す
な
わ
ち
智
度
論
が
衆
生
に
対
応
す
る
も
の
を
身
光
と
し
法
に

対
応
す
る
も
の
を
智
光
と
す
る
に
対
し
て
、
法
蔵
は
身
光
も
智
光

も
と
も
に
衆
生
を
覚
見
せ
し
め
る
点
で
違
い
は
な
く
、
事
境
を
照

ら
す
か
、
理
境
を
照
ら
す
か
に
よ
っ
て
差
が
生
ず
る
と
す
る
。
こ

れ
は
慈
恩
大
師
窺
基
が
阿
弥
陀
経
通
賛
疏
巻
中
に

光
に
二
種
あ
り
。
一
に
は
内
光
は
即
ち
智
、
内
に
理
を
照
す
。

二
に
は
外
光
は
即
ち
身
光
、
外
を
照
す
な
り
。
此
れ
即
ち
身

⑮

光
な
り
。

と
い
う
の
と
帰
を
一
に
し
て
い
る
。
以
上
の
対
比
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
智
光
は
、
佛
智
と
し
て
仏
自
身
の
上
に
諸
法
の
全
体
を
余

す
と
こ
ろ
な
く
如
実
知
見
せ
し
め
、
一
切
を
貫
通
す
る
理
と
し
て

の
法
性
を
法
性
の
ま
ま
に
知
ら
し
め
て
、
内
的
に
普
遍
的
な
道
理

を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
自
受
用
的
智
慧
の
は
た
ら
き
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
智
慧
は
如
何
に
し
て
も
外
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
内

面
的
は
た
ら
き
で
あ
り
、
知
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
で
き
な
い
が
、

知
る
と
表
現
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
本
来
的
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
知
る
と
い
う
表
現
を
拒
否
す
る
ご
と
き
知
り
方

に
お
い
て
知
ら
れ
る
根
源
的
智
慧
で
あ
る
。
そ
の
智
慧
が
仏
の
説

法
に
触
発
さ
れ
て
一
瞬
に
聞
く
者
の
内
面
に
は
た
ら
き
、
諸
法
の

実
相
に
肯
か
せ
る
。
そ
こ
で
は
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
る
と
認
め
ざ

る
を
得
な
い
も
の
が
は
た
ら
き
、
自
身
の
内
に
普
遍
的
な
道
理
と

し
て
首
肯
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
が
見
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
佛

の
内
面
に
自
証
と
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
真
理
が
、
全
く
同
じ
く

聞
く
者
の
内
面
に
も
明
ら
か
に
な
り
、
法
と
し
て
共
通
し
た
の
で

あ
る
。
智
光
は
形
で
捉
え
ら
れ
な
い
普
遍
的
な
理
の
世
界
を
、
衆
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生
に
動
き
そ
の
も
の
と
し
て
覚
見
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
身
光
は
、
形
な
き
も
の
が
大
悲
の
故
に
外
的
に

形
を
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
端
的
に
は
言
葉
と
な
っ
て
現
わ
れ
た

佛
智
の
具
体
相
で
あ
る
。
身
光
の
す
、
へ
て
が
佛
の
言
説
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
有
力
な
部
分
が
言

説
を
と
お
し
て
感
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
衆
生
済
度
を
目
的
と
し
て
他
受
用
的
に
は
た
ら

く
具
体
的
な
智
慧
の
相
で
も
あ
る
。
佛
の
存
在
自
身
が
言
葉
以
前

に
も
の
の
相
を
照
出
し
、
会
衆
に
説
法
に
先
立
っ
て
説
法
の
意
味

を
肯
か
せ
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
佛
の
教
説
が
ま
さ
し
く
法
の

真
相
を
指
摘
し
た
場
合
、
そ
れ
が
法
の
如
実
相
を
外
か
ら
照
ら
し

出
す
は
た
ら
き
と
な
り
、
見
聞
す
る
者
に
佛
が
光
を
放
っ
た
よ
う

に
感
じ
さ
せ
、
そ
れ
を
佛
の
身
光
と
見
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
身
光
に
よ
っ
て
も
の
の
紙
背
に
徹
す
る
真
相
を
知
る
の

で
あ
る
。
智
慧
と
し
て
知
る
場
合
で
も
、
も
の
を
外
的
に
知
る
の

は
す
ゃ
へ
て
身
光
に
よ
る
と
い
う
ぺ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
覚
と
し

て
如
実
知
見
が
成
り
立
つ
こ
と
で
あ
り
、
知
る
と
い
う
言
葉
を
と

お
し
て
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
佛
は
言
説
を
と
お
し
て
衆
生
に

真
実
を
覚
見
せ
し
め
な
が
ら
、
そ
の
言
説
に
は
限
凝
が
な
い
。
形

と
い
う
限
定
を
持
つ
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
常
に
そ
の
限
定
を
言

一
様
に
佛
光
と
さ
れ
る
佛
の
衆
生
へ
の
は
た
ら
き
か
け
に
も
以

上
の
ご
と
き
智
光
・
身
光
の
差
異
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

説
自
身
が
否
定
し
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
無
限
定
で
あ
る
。
そ
の

意
味
で
佛
の
教
説
を
身
光
の
端
的
な
表
現
と
見
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
身
光
は
実
相
が
実
相
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う

に
具
体
的
に
も
の
の
本
性
を
現
わ
し
出
し
、
外
的
に
個
女
の
事
実

を
事
実
の
ま
ま
に
見
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
外
に
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
内
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
知
る
こ
と
が
成

り
立
つ
た
め
に
は
、
事
象
が
そ
の
全
体
を
あ
げ
て
そ
れ
自
身
を
顕

現
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
も
の
が
も
の
自
身
の
真
相
を
あ

り
の
ま
ま
に
顕
示
す
る
の
は
佛
の
身
光
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
単
に
日
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
た
の
み
で
は
何
ら
明
ら
か
に
な

ら
な
い
内
面
的
事
実
が
こ
と
ご
と
く
解
明
さ
れ
、
肉
眼
で
は
見
る

こ
と
の
で
き
な
い
真
実
相
が
、
あ
ら
ゆ
る
障
害
を
越
え
て
照
ら
し

出
さ
れ
る
。
そ
こ
に
光
の
無
限
の
は
た
ら
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
き
身
光
の
個
別
性
に
対
し
一
般
的
普
遍
性
を
与
え

る
も
の
が
智
光
で
あ
る
。
両
者
は
同
じ
く
佛
の
光
明
で
あ
っ
て
別

の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
間
に
は
お
の
ず
か
ら
厳
密
な
区
別
が

立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
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た
が
、
そ
の
背
景
を
ふ
ま
え
つ
つ
改
め
て
法
蔵
の
見
解
を
見
る
と

智
光
。
身
光
の
そ
れ
ぞ
れ
を
再
び
二
義
に
分
け
て
解
釈
す
る
と
こ

ろ
に
、
諸
種
の
説
を
組
織
統
合
し
た
法
蔵
の
独
自
性
が
あ
る
と
い

⑯

え
る
。
前
掲
、
探
玄
記
巻
第
三
で
は
、
智
光
は
法
を
照
ら
す
面
と

機
を
照
ら
す
面
の
二
義
に
分
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
第
一
の
法

を
照
ら
す
面
は
、
真
俗
の
二
諦
を
同
時
に
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
盧
舎
那
佛
品
巻
第
二
に

盧
舎
那
佛
の
大
智
海
は

光
明
普
ね
く
照
ら
し
て
量
り
有
る
こ
と
無
く

如
実
に
真
諦
の
法
を
観
察
し

⑰

普
ね
く
一
切
諸
の
法
門
を
照
ら
す

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
盧
舎
那
佛
の
大
智
は
普
ね
く
光
明
と
な
っ

て
無
量
の
事
女
物
左
を
照
ら
し
、
実
の
ご
と
く
真
諦
の
法
を
観
察

し
て
、
一
切
の
法
門
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
盧
舎

那
佛
の
大
智
と
は
盧
舎
那
佛
が
持
て
る
種
友
な
る
徳
性
、
す
な
わ

ち
大
悲
・
大
慈
等
の
中
の
一
つ
と
も
解
さ
れ
る
か
ら
、
大
智
は
そ

の
全
体
的
功
徳
の
一
部
分
を
形
成
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
見
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
華
厳
経
が
常
に
強
調
し
、
盧
舎
那

佛
品
に
お
い
て
も

二
の
微
塵
の
中
に
佛
国
海
安
住
し
佛
雲
遍
ね
く
護
念

半
ｑ
ノ
○

弥
論
し
て
一
切
を
覆
い
一
微
塵
の
中
に
於
い
て
佛
は

⑱

自
在
力
を
現
ず
。

と
述
べ
る
ご
と
き
一
即
一
切
・
一
切
即
一
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

盧
舎
那
佛
の
大
智
は
単
に
部
分
的
な
も
の
で
は
な
く
、
全
徳
性
を

内
包
せ
る
形
に
お
け
る
大
智
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
こ
こ
で
は
盧
舎
那
佛
に
は
大
智
も
あ
り
、
大
悲
も
あ
り
、

そ
の
他
諸
点
の
徳
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
大
智
が
盧
舎

那
佛
の
す
べ
て
で
あ
り
、
大
智
に
よ
っ
て
盧
舎
那
佛
の
全
体
を
表

現
し
て
い
る
と
見
る
ゞ
へ
き
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
盧
舎
那
佛
即
大
智

で
あ
っ
て
盧
舎
那
佛
之
大
智
で
は
な
い
。
盧
舎
那
佛
は
大
智
の
ほ

か
に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
こ
そ
、
大
智
が
真
に
盧
舎
那
佛
の
大

智
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
盧
舎
那
佛
は
大
智
の
ほ
か
に
な
い

と
い
っ
て
も
、
そ
の
関
係
が
一
即
一
切
・
一
切
叩
一
で
あ
る
限
り
、

単
に
両
者
は
全
く
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
大
智
は

盧
舎
那
佛
の
大
智
と
し
て
明
ら
か
に
そ
の
部
分
的
意
味
を
持
ち
差

別
相
に
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
そ
の
全
体
を
包
む
と
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。そ

の
大
智
が
具
体
的
な
は
た
ら
き
と
な
っ
た
の
が
光
明
で
あ
り
、

光
と
な
っ
て
如
実
に
真
諦
の
法
を
観
察
し
、
一
切
諸
法
門
を
照
ら

す
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
光
明
は
、
事
実
上
盧
舎

那
佛
の
は
た
ら
き
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
覚
者
と
し
て
永
遠
の
真
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理
に
目
ざ
め
た
と
こ
ろ
に
見
い
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
覚
者
と

は
人
間
の
分
別
に
よ
っ
て
は
到
底
思
い
も
及
ば
な
い
不
変
の
真
実

に
気
づ
い
た
者
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
真
実
に
触
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
一
切
が
そ
れ
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
事
実
を
認
知
し
た
と

こ
ろ
で
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
も
の
が
も
の
自
身
の

持
て
る
実
相
を
現
わ
す
の
で
あ
り
、
一
切
の
分
別
的
見
方
を
否
定

し
て
も
の
が
も
の
の
真
相
を
語
る
の
で
あ
る
。

如
実
に
真
諦
の
法
を
観
察
す
る
と
い
わ
れ
る
意
味
は
、
何
ら
の

先
入
観
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
何
ら
か
の
特
定
の
立
場
を
取
る
こ

と
な
く
、
あ
る
も
の
を
あ
る
も
の
の
ご
と
く
に
見
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
に
観
察
さ
れ
て
こ
そ
へ
法
は
法
の
真
諦
を
顕
示
す
る
と

い
う
、
へ
き
で
あ
る
。
実
の
如
く
に
法
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
否

か
。
す
な
わ
ち
一
切
の
立
場
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
で
法
を
観
察
す

る
の
で
な
け
れ
ば
真
諦
を
見
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
法
の
真
諦

が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
、
法
を
観
察
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
法

の
観
察
な
し
に
あ
る
あ
り
方
を
流
転
と
も
輪
廻
と
も
無
明
と
も
い

う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
見
た
つ
も
り
で
実
は
何
も
の
も
見

な
い
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
生
き
た
つ
も
り
で
何
ら
生
き
た
こ
と
に

な
ら
な
い
生
き
方
を
現
出
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
人
生
を

真
に
生
き
た
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
実
は
全
く
無
意
味
な
生
で

し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
ほ
ど
驚
く
、
へ
き
こ
と
は
な
い
。
持
て

る
力
の
す
識
へ
て
を
か
け
て
な
し
た
事
業
が
何
の
意
味
も
な
い
も
の

で
あ
っ
た
と
知
ら
さ
れ
る
ほ
ど
の
悲
劇
は
あ
る
ま
い
。
真
諦
の
法

の
観
察
が
成
り
立
た
な
い
と
は
、
以
上
の
ご
と
く
存
在
の
存
在
性

を
失
わ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
人
生
を
空
過
せ
し
め
る
こ
と
で
あ

る
。
悲
劇
的
で
あ
る
こ
と
が
、
悲
劇
的
で
あ
る
と
も
気
づ
か
れ
な

い
形
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
驚
く
べ
き
陥
穿
が
陥
奔
と
も
見
え
な

い
相
で
わ
れ
わ
れ
を
落
と
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
は

重
大
で
あ
る
。
真
諦
の
法
が
最
も
根
源
的
な
意
味
を
持
つ
と
い
わ

れ
る
所
以
で
あ
る
。

そ
の
真
諦
を
真
諦
の
法
と
し
て
観
察
せ
し
め
る
の
が
光
明
で
あ

る
。
人
間
が
み
ず
か
ら
の
分
別
に
立
つ
限
り
＄
如
実
と
い
う
こ
と

は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
流
転
せ
る
も
の
の
無
限
に
深
い
分
別
の
迷

い
を
根
底
よ
り
打
破
し
て
、
人
法
の
二
執
を
徹
底
的
に
照
ら
し
出

す
と
こ
ろ
に
、
底
知
れ
ぬ
闇
よ
り
も
な
お
深
い
光
の
真
実
相
が
あ

る
の
で
あ
る
。
し
か
も
光
が
は
た
ら
く
と
は
光
が
直
接
わ
れ
わ
れ

の
目
に
触
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
・
光
が
光
で
あ
る
の
は
量
り

な
く
照
ら
す
と
こ
ろ
に
あ
り
、
一
切
諸
の
法
門
を
照
出
す
る
と
こ

ろ
に
そ
の
生
命
が
あ
る
。
一
切
諸
の
法
門
と
は
色
心
の
す
べ
て
、

迷
悟
の
す
ゞ
へ
て
を
含
む
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
い
か
に
微
妙
に
し
て

些
少
な
動
き
で
あ
ろ
う
と
、
お
よ
そ
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ

は
無
と
さ
れ
る
ご
と
き
あ
る
も
の
で
さ
え
も
掛
け
値
な
し
に
照
ら
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し
出
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
光
が
あ
る
と

は
、
も
の
が
そ
の
全
体
を
あ
げ
て
も
の
の
本
性
を
顕
現
す
る
こ
と

で
あ
り
、
一
切
の
法
が
、
凡
夫
の
目
か
ら
は
見
る
に
耐
え
な
い
相

ま
で
も
含
め
て
、
そ
の
実
相
を
あ
り
の
ま
ま
に
語
る
と
い
っ
て
も

よ
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
光
は
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
も
の
の
実
相
を
知

ら
し
め
、
知
る
主
体
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
底
知
れ
ぬ
闇
さ
え

も
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
光
に
照
ら
さ
れ
る
こ

と
が
、
そ
の
ま
ま
知
る
こ
と
で
あ
る
。
実
相
を
実
相
の
ま
ま
に
知

⑲

ら
し
め
る
と
い
う
光
で
あ
る
が
故
に
、
光
は
同
時
に
智
で
あ
る
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
に
明
る
い
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
日
の

光
の
中
に
あ
っ
て
な
お
か
つ
暗
黒
で
あ
る
よ
う
な
無
明
の
闇
を
残

る
く
ま
な
く
照
ら
し
出
し
、
そ
の
真
相
を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る

か
ら
大
智
海
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
経
が
真
諦
の
法
を
説
い
た
こ
と
の
裏
面
に
は
、
俗
諦
の

法
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
光
明

が
一
切
の
法
門
を
照
ら
す
と
い
う
こ
と
で
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
は

あ
る
が
、
そ
こ
で
は
法
を
照
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
佛
智

の
重
点
が
、
表
面
に
現
わ
れ
て
い
る
真
諦
に
の
み
置
か
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
↑
同
時
に
俗
諦
の
法
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と

に
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
諦
と
い
っ
て
も
俗
諦
を
離
れ
て

な
く
、
俗
諦
と
い
っ
て
も
真
諦
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
真
諦
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
俗
諦

が
關
明
さ
れ
↑
俗
諦
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
真
諦

が
照
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
俗
の
二
諦
は
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
は

た
ら
く
場
所
は
異
な
り
つ
つ
↑
内
面
的
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
を
持

つ
故
に
智
光
に
よ
っ
て
同
時
に
平
等
に
照
ら
さ
れ
、
そ
の
は
た
ら

き
を
全
う
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
法
蔵
が
「
真
俗
隻
鑿
」
と

い
う
所
以
で
あ
る
。
（
未
完
）

註
①
華
厳
経
巻
第
二
慮
舎
那
佛
品
（
大
正
９
．
四
○
五
・
ｃ
）

な
お
、
巻
第
二
浄
眼
品
（
大
正
９
．
四
○
四
・
ｂ
）
に
は
、
「
佛

以
二
言
一
説
二
切
地
一
一
切
法
相
皆
悉
窮
尽
」
と
あ
っ
て
、

同
一
内
容
を
少
し
く
観
点
を
変
え
て
述
べ
て
い
る
。

②
た
と
え
ば
華
厳
経
巻
第
二
盧
舎
那
佛
品
（
大
正
９
．
四
○
五
・
ｂ

ｌ
Ｃ
）
に
は

「
爾
時
世
尊
、
知
二
諸
菩
薩
心
之
所
念
一
即
於
二
面
門
及
二
歯
間
《

各
放
二
佛
世
界
塵
数
光
明
《
所
謂
宝
橦
照
光
明
、
法
界
妙
音
荘
厳
光

明
、
生
楽
垂
雲
光
明
、
仰
十
種
力
厳
浄
道
場
光
明
、
一
切
宝
焔
雲
光
明
、

清
浄
無
磯
充
満
法
界
光
明
、
能
成
一
切
世
界
光
明
、
浄
宝
金
剛
日
瞳

光
明
、
往
詣
菩
薩
大
衆
光
明
、
演
出
諸
佛
語
輪
光
明
、
如
レ
是
等
一

一
光
明
、
各
有
一
一
佛
世
界
塵
数
光
明
弍
以
為
一
一
巻
属
《
二
光
明
、
照
一

十
佛
土
微
塵
等
刹
《
彼
菩
薩
見
一
一
此
光
一
已
、
得
し
親
一
一
蓮
華
蔵
荘
厳
世

界
海
『
佛
神
力
故
、
於
二
光
明
中
一
而
説
〉
偶
言

無
量
劫
海
修
二
功
徳
一
供
二
養
十
方
一
切
佛
一

教
一
一
化
無
辺
衆
生
海
一
盧
舎
那
佛
成
二
正
覚
一
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放
二
大
光
明
一
照
二
十
方
一
・
…
：
」

と
い
わ
れ
る
。
光
の
中
よ
り
光
が
顕
現
し
、
そ
の
光
に
包
ま
れ
て
す

ゞ
へ
て
が
成
り
た
つ
様
が
巧
み
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

③
佛
の
光
明
は
華
厳
経
ば
か
り
で
な
く
諸
種
の
経
典
に
累
説
さ
れ
て

い
る
。
無
量
寿
経
巻
上
の
光
明
無
量
の
願
、
触
光
柔
軟
の
願
（
大
正

廻
・
二
六
八
・
ａ
ｏ
ｃ
）
阿
弥
陀
佛
の
十
二
光
の
後
の
「
其
有
衆
生
遇
一
一

斯
光
一
者
、
三
垢
消
滅
身
意
柔
軟
、
歓
喜
踊
躍
善
心
生
焉
、
若
在
二
三

塗
勤
苦
之
処
《
見
一
一
此
光
明
一
皆
得
一
一
休
息
一
無
一
一
復
苦
悩
ご
（
大
正
岨
．

二
七
○
・
ｂ
）
等
や
観
無
量
寿
経
の
第
九
真
身
観
（
大
正
旭
・
三
四

三
・
ｂ
ｌ
ｃ
）
の
説
等
は
著
名
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
光
明
に
つ

い
て
は
望
月
辞
典
（
Ｐ
、
一
○
八
七
）
佛
教
大
辞
莱
（
Ｐ
、
一
二
二

九
）
に
詳
し
い
が
、
と
り
わ
け
大
宝
積
経
巻
第
三
十
出
現
光
明
会
（
大

正
ｎ
．
一
六
三
・
ａ
）
は
、
光
明
を
主
題
と
し
た
経
典
と
し
て
興
味

深
い
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
如
し
是
出
現
光
者
、
有
一
一
八
十
種
善

根
資
糧
ご
云
何
八
十
、
…
…
此
八
十
法
入
二
於
五
法
↓
云
何
為
し
五
、

所
謂
知
生
死
、
知
浬
樂
、
知
煩
悩
尽
、
知
琳
上
、
知
福
果
、
…
…
」

（
大
正
、
・
一
七
一
・
ａ
）
等
。
今
は
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら

も
華
厳
経
に
焦
点
を
あ
て
て
考
察
を
進
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

④
探
玄
記
巻
第
三
（
大
正
調
・
一
四
六
・
ｃ
）

⑤
大
智
度
論
巻
第
四
十
七
（
大
正
妬
．
三
九
九
・
ｂ
）

⑥
同
（
大
正
妬
．
三
九
九
・
Ｃ
）

⑦
大
智
度
論
巻
第
七
（
大
正
弱
・
二
二
・
ａ
）

③
同
（
大
正
妬
・
一
二
二
・
ａ
）

⑨
琉
伽
師
地
諭
巻
第
十
一
（
大
正
訓
・
一
三
二
○
・
ａ
）

⑩
華
厳
経
巻
第
二
十
五
十
地
品
（
大
正
９
．
五
五
一
八
・
ｃ
）
の
有
名

な
「
三
界
虚
妄
、
但
是
心
作
、
十
二
縁
分
、
是
皆
依
心
」
の
心
は
単

な
る
心
理
的
な
描
写
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。

探
玄
記
巻
第
八
（
大
正
調
．
二
六
九
・
ａ
）
に
は
「
佛
言
照
し
心
」

の
語
が
あ
る
が
、
第
六
現
前
地
に
説
か
れ
る
心
を
対
象
的
に
見
た
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑪
探
玄
記
巻
第
七
（
大
正
弱
・
一
画
二
・
ａ
）
「
本
智
証
ン
理
破
一
一
無

明
等
一
名
為
一
一
明
智
《
如
二
大
乗
光
明
三
昧
弍
地
諭
釈
、
光
明
者
対
一
一
治

無
明
一
故
」

⑫
探
玄
記
巻
第
四
十
七
（
大
正
弱
・
四
○
○
・
ｃ
）
に
は

「
普
明
三
昧
者
、
得
一
一
是
三
昧
一
於
二
切
法
一
見
二
光
明
相
一
無
一
黒
闇

相
一
如
一
一
昼
所
見
一
夜
亦
如
し
是
、
如
レ
見
レ
前
見
レ
後
亦
鯛
、
如
レ
見
レ
上

見
し
下
亦
爾
、
心
中
無
し
砿
、
修
二
是
三
昧
一
故
得
二
天
眼
通
↓
普
見
一
一
光

明
一
了
了
無
礒
、
善
修
二
是
神
通
一
故
得
し
成
二
慧
眼
《
普
照
一
一
諸
法
一
所

し
見
無
擬
・
」
と
あ
る
が
、
光
明
を
見
る
者
に
は
黒
闇
が
な
い
た
め
に

夜
も
昼
の
ご
と
く
で
あ
り
、
前
を
見
る
ご
と
く
後
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
等
、
慧
眼
を
成
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
心
の
無
腰
な
る

相
が
克
明
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑬
註
⑥
参
照
、

な
お
大
智
度
論
巻
第
七
、
（
大
正
配
・
二
三
・
ａ
）
に
は

「
問
日
、
佛
何
以
故
先
放
一
一
身
光
圭
答
日
、
…
…
有
し
人
見
三
佛
無
量

身
放
一
一
大
光
明
《
心
信
清
浄
恭
敬
故
、
知
一
一
非
常
人
弍
復
次
佛
欲
し
現
二

智
慧
↓
光
明
神
相
故
、
先
出
二
身
光
『
衆
生
知
三
佛
身
光
既
現
、
智
慧

光
明
亦
応
一
一
当
出
《
復
次
一
切
衆
生
常
著
一
一
欲
楽
弐
五
欲
中
第
一
者
色
、

見
一
一
此
妙
光
↓
心
必
愛
著
、
捨
二
本
所
楽
一
令
二
其
心
漸
離
で
欲
、
然
後

為
説
二
智
慧
ご
と
あ
っ
て
、
身
光
と
智
光
が
区
別
し
て
放
た
れ
る
理

由
が
述
↓
へ
ら
れ
て
い
る
。

⑭
探
玄
記
巻
第
四
（
大
正
弱
．
一
七
二
・
ａ
）

こ
の
点
に
関
し
て
澄
観
は
大
方
広
佛
華
厳
経
疏
巻
第
十
三
（
大
正
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弱
．
五
九
五
・
ａ
）
に
「
如
来
放
一
身
光
一
照
二
事
法
界
《
令
三
菩
薩
覚

知
見
一
一
事
無
擬
『
文
殊
演
二
智
光
一
隻
照
一
一
事
理
《
令
三
衆
覚
一
悟
法
之
性

相
一
」
と
い
う
が
、
智
光
は
事
理
を
盤
ぺ
照
ら
す
と
す
る
点
で
法
蔵
と

見
解
を
異
に
し
て
い
る
。
な
お
大
疏
紗
で
は
巻
第
二
十
九
（
大
正
粥

・
二
二
二
・
ａ
）
が
こ
の
箇
処
に
相
当
す
る
。

⑮
阿
弥
陀
経
通
賛
疏
巻
中
（
大
正
師
・
三
四
二
・
ａ
）

⑯
註
④
参
照
、

華
厳
経
巻
第
四
盧
舎
那
佛
品
（
大
正
９
．
四
一
七
・
ａ
）
で
は
有

名
な
普
荘
厳
童
子
の
物
語
が
説
か
れ
る
が
、
童
子
が
そ
こ
で
得
る
十

種
三
味
の
最
後
は
「
智
光
三
味
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
偶
頌
で
は

観
一
一
察
佛
光
明
一
如
レ
雲
難
二
思
議
一
一
切
処
悉
見

如
レ
対
一
一
現
目
前
一
毛
孔
放
一
一
光
明
一
如
レ
雲
不
レ
可
レ
尽

随
一
一
諸
衆
生
音
一
讃
二
佛
無
量
徳
一
衆
生
遇
二
佛
光
一

離
し
苦
永
寂
滅
悉
安
隠
快
楽
歓
喜
遍
充
油

と
述
べ
て
、
佛
光
に
遇
っ
た
衆
生
の
功
徳
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
。

ま
た
そ
の
次
下
の
如
来
が
童
子
を
讃
嘆
す
る
偶
の
中
に
は
「
能
発
二
智

慧
光
『
満
一
二
切
法
界
一
」
（
大
正
９
．
四
一
七
・
Ｃ
）
の
語
が
あ
る
。

そ
の
他
の
例
で
は
大
宝
積
経
巻
第
百
十
賢
護
長
者
会
〔
陦
闇
那
堀

多
訳
〕
、
（
大
正
皿
．
六
一
七
・
ｂ
）
が
あ
る
。

「
佛
言
、
如
来
法
聚
常
住
非
し
断
、
一
切
智
者
知
而
不
し
為
、
我
経
二
無

０
０

量
勤
苦
弐
積
一
集
智
光
↓
今
説
二
此
経
《
此
正
法
日
、
為
二
諸
衆
生
一
作
二

大
明
昭
弐
徳
誉
普
流
一
二
切
智
海
一
」
。

同
経
の
異
訳
大
乗
顕
識
経
巻
下
〔
唐
地
婆
訶
羅
訳
〕
（
大
正
旭
・
一
八

六
・
ａ
）
に
も
こ
の
部
分
と
全
同
の
経
文
が
見
ら
れ
る
。

な
お
、
華
厳
経
大
疏
紗
巻
第
二
十
七
（
大
正
卵
・
二
○
七
・
ａ
）
に
は

「
智
即
是
体
者
、
智
体
如
レ
日
用
如
二
日
光
↓
日
休
雌
レ
ー
能
放
二
千
光
司

智
体
不
レ
殊
能
照
一
一
万
境
『
又
日
光
無
レ
ニ
所
照
物
殊
、
智
光
無
し
差

随
し
境
分
し
照
」
と
あ
る
。

⑰
華
厳
経
巻
第
二
盧
舎
那
佛
品
（
大
正
９
．
四
○
五
・
ｃ
）

⑬
同
巻
第
三
盧
舎
那
佛
品
（
大
正
９
．
四
一
○
・
ｂ
）

な
お
、
巻
第
八
、
十
住
品
（
大
正
９
．
四
四
八
・
ｂ
）
に
は
「
若

一
即
多
多
即
一
義
味
寂
滅
悉
平
等
遠
二
離
一
異
顛
倒
相
一
是

名
二
菩
薩
不
退
住
一
」
と
あ
り
、

巻
第
二
十
八
、
十
忍
品
（
大
正
９
．
五
八
○
・
Ｃ
）
に
は
「
此
菩
薩

深
入
一
一
諸
法
皆
悉
如
》
幻
、
観
一
一
縁
起
法
｛
於
二
法
中
一
露
一
衆
多
法
禿

衆
多
法
中
、
解
二
了
一
法
ご
と
あ
る
。

⑲
浄
土
論
註
巻
下
（
大
正
如
・
八
三
五
・
ｂ
）
に
は

「
如
彼
如
来
光
明
智
相
者
、
佛
光
明
是
智
慧
相
也
、
此
光
明
照
一
一
十

方
世
界
一
無
し
有
二
障
砿
↓
能
除
二
十
方
衆
生
無
明
黒
闇
《
非
し
如
三
日
月
珠

光
但
破
二
空
穴
中
間
一
也
」
と
あ
る
が
、
大
宝
積
経
巻
第
五
十
菩
薩
蔵

会
、
般
若
波
羅
蜜
多
品
〔
玄
英
訳
〕
（
大
正
Ⅱ
．
二
九
六
・
ｃ
）
に
も

「
当
し
知
是
菩
薩
摩
訶
薩
、
於
二
切
法
一
獲
一
得
光
明
↓
能
破
一
一
一
切

無
明
黒
闇
及
諸
鰐
膜
↓
舎
利
子
、
如
し
是
光
明
即
為
二
智
彗
筑
何
以
故
、

善
不
善
法
皆
能
明
了
如
実
知
故
・
」
と
い
う
。

な
お
、
菩
薩
蔵
会
の
異
訳
で
あ
る
大
乗
菩
薩
蔵
正
法
経
巻
第
三
十

三
、
勝
慧
波
羅
蜜
多
品
〔
法
護
等
訳
〕
（
大
正
、
・
八
六
九
・
ｃ
）
の

相
当
部
分
は

「
菩
薩
摩
訶
薩
、
行
一
一
勝
慧
波
羅
蜜
多
行
一
時
、
於
二
此
菩
薩
蔵
正
法

殊
勝
義
利
《
聞
已
乃
至
広
為
レ
人
説
、
而
能
獲
一
一
得
勝
慧
光
明
『
於
二

諸
法
中
『
無
明
黒
暗
盲
瞑
蕊
障
、
悉
能
除
滅
、
於
二
勝
慧
光
《
速
漉

成
就
、
善
不
善
法
如
実
了
知
」
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
大
般
浬
渠
経
巻
第
六
（
大
正
哩
・
六
四
二
・
ｃ
）
に
は

「
質
直
者
名
日
一
一
光
明
《
光
明
者
名
一
不
蹴
劣
『
不
蹴
劣
者
名
日
一
一
如

来
《
又
光
明
者
名
為
一
一
智
彗
堂
質
直
者
名
為
一
一
常
住
こ
と
あ
る
。

汗目

今、


