
一
つ
の
大
成
さ
れ
た
文
化
間
の
中
に
異
質
の
文
化
が
流
入
す
る

時
；
い
つ
も
融
合
と
反
擢
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
佛
教
が
中
国
に
伝

え
ら
れ
た
時
も
、
中
国
思
想
と
の
共
通
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
努

力
と
疎
外
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
が
、
思
想
史
上
多
く
の
論
争
を

中
国
佛
教
の
思
想
史
上
、
一
つ
の
起
点
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
見
る

た
め
に
、
さ
き
に
「
竺
道
生
の
思
想
」
と
題
し
て
大
谷
学
報
に
小
論
を

発
表
し
た
。
そ
こ
で
は
道
生
が
頻
繁
に
用
い
て
い
る
「
理
」
の
語
が
、

ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
を
検
討
し
て
、
道
生
の
思
想
の
根
抵
に
あ

る
も
の
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
本
論
で
は
道
生
の
思
想
の
基
砿

で
あ
る
「
理
」
が
、
ど
の
よ
う
に
般
若
思
想
に
現
わ
れ
て
い
る
か
を
考

え
て
み
た
い
。
従
っ
て
本
論
の
資
料
も
「
竺
道
生
の
思
想
」
と
若
干
重

複
す
る
部
分
の
生
ず
る
の
も
止
む
を
得
ぬ
こ
と
を
御
了
承
頂
き
た
い
。

竺
道
生
の
般
若
思
想

｜
東
晉
時
代
の
般
若
学

呼
ん
だ
こ
と
を
文
献
が
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
般

若
思
想
が
か
な
り
容
易
に
受
容
さ
れ
た
の
は
、
般
若
経
が
説
く
空

が
老
荘
思
想
の
無
と
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
一
切
法
皆
空
を
説
く
般
若
経
は
、
後
漢
の
霊
帝
の
時
、
光

和
二
年
（
一
七
九
）
に
支
談
が
般
若
道
行
品
経
を
翻
訳
し
た
の
を

初
め
と
す
る
。
こ
の
道
行
般
若
経
が
色
に
執
著
す
る
こ
と
の
な
い

空
を
説
き
、
就
中
そ
の
訳
語
に
「
本
無
」
の
語
句
を
使
用
し
て
い

る
こ
と
な
ど
は
、
後
漢
末
よ
り
兆
し
始
め
た
玄
学
降
盛
の
気
運
の

①

中
で
、
僧
侶
や
知
識
人
達
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
な
い
で
は
お

か
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
約
五
十
年
後
に
中
国
に
来
た
支
謙
は
、

種
友
の
大
乗
経
典
を
翻
訳
し
た
が
、
そ
の
中
に
は
般
若
系
の
経
典

で
あ
る
維
摩
経
が
あ
っ
た
。
こ
の
維
摩
経
の
中
に
は
世
俗
を
超
脱

し
た
維
摩
居
士
の
言
動
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
激
し
い
政

変
か
ら
逃
れ
て
隠
逸
の
生
活
を
送
っ
て
い
た
当
時
の
知
識
人
達
の

三
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共
感
を
呼
ん
だ
。
彼
ら
は
老
子
や
荘
子
に
説
か
れ
て
い
る
無
為
自

然
を
尊
び
、
般
若
経
や
維
摩
経
の
知
識
を
持
つ
こ
と
を
も
っ
て
得

②

意
と
し
た
と
い
う
。
こ
の
玄
学
が
降
盛
を
極
め
た
時
期
に
、
晋
の

元
康
元
年
（
二
九
一
）
に
は
朱
子
行
に
よ
っ
て
中
国
へ
も
た
ら
さ
れ

た
放
光
般
若
経
が
無
羅
叉
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
、
同
じ
く
大
康
七

年
（
二
八
六
）
に
竺
法
護
が
光
讃
般
若
経
を
訳
し
た
。
又
、
竺
法
護

に
よ
っ
て
維
摩
経
や
正
法
華
経
等
の
重
要
な
大
乗
経
典
が
数
多
く

③

翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
引
き
続
い
て
般
若
系
統
の
諸
経

が
訳
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
俗
の
間
に
盛
ん
に
流
布
せ
ら
れ
、

そ
の
意
を
得
よ
う
と
努
め
ら
れ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
般
若
経
の
研
究
も
、
求
道
を
目
的
と
し
な
い
な
ら
ば
戯

諭
に
堕
す
る
こ
と
と
な
る
。
佛
教
は
佛
の
教
法
を
受
け
て
、
自
分

の
成
佛
す
る
道
を
見
出
す
と
こ
ろ
に
初
め
て
成
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

然
し
曾
っ
て
の
中
国
の
思
想
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
異
質
の
文
化

を
受
入
れ
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ

と
で
精
一
杯
で
あ
ろ
う
。
殊
に
イ
ン
ド
の
思
想
が
認
識
論
的
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
中
国
思
想
は
存
在
論
的
で
あ
る
点
か
ら
も
、
般

若
を
理
解
す
る
上
の
混
乱
し
た
状
態
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
・

佛
教
を
未
だ
充
分
に
理
解
し
得
な
か
っ
た
時
代
の
人
友
が
、
経
典

の
言
葉
を
従
来
あ
る
中
国
の
古
典
の
語
句
を
も
っ
て
擬
配
し
て
理

解
す
る
方
法
を
格
義
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
そ
の
格
義
佛
教
と
い
わ

れ
て
い
た
初
期
の
般
若
研
究
者
達
は
、
般
若
経
が
佛
果
を
得
る
道

程
と
し
て
の
般
若
波
羅
蜜
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

忘
れ
て
、
色
は
空
で
あ
る
と
か
無
所
著
で
あ
る
と
か
い
う
教
義
を

理
解
す
る
こ
と
の
み
に
走
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
人
友
は
、
一
切
の
法
が
空
で
あ
る
と
い
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
物

は
空
虚
で
あ
る
と
考
え
る
虚
無
の
思
想
を
標
傍
し
た
り
、
物
は
空

で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
空
に
変
化
は
な
い
は
ず
だ
と
考
え
て
常
見

に
陥
っ
た
り
、
無
所
著
と
言
う
の
な
ら
結
局
は
も
の
事
は
考
え
様

だ
と
安
易
な
主
観
論
を
唱
え
た
り
し
た
。
僧
肇
は
不
真
空
論
に

④

「
故
衆
論
競
作
、
而
性
莫
同
焉
」
と
言
っ
て
心
無
・
即
色
・
本
無

の
三
種
の
異
説
を
挙
げ
、
僧
叡
は
毘
曄
羅
詰
提
経
義
疏
序
に
「
自

慧
風
東
扇
法
言
流
詠
已
来
、
雌
日
講
謎
格
義
迂
而
乖
本
‐
六
家
偏

⑤

而
不
即
」
と
い
い
、
多
く
の
異
説
が
競
い
起
っ
た
事
情
を
伝
え
て

い
る
。し

か
し
誰
も
が
格
義
に
よ
る
独
断
の
過
ち
を
冒
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
東
晉
の
釈
道
安
（
三
三
一
’
三
八
五
）
が
般
若
経
の
厳

密
な
翻
訳
を
望
み
、
諸
本
を
対
校
し
て
正
し
い
般
若
の
意
義
を
追

⑥

究
し
た
こ
と
は
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
の
著

し
た
合
放
光
光
讃
随
署
解
序
に
は
＄

般
若
彼
羅
蜜
者
、
無
上
正
真
道
之
根
也
。
正
者
等
也
。
不
二
入

也
。
等
道
有
三
焉
、
法
身
也
、
如
也
、
真
際
也
。
故
其
為
経
也
、
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⑦

以
如
為
始
、
以
法
身
為
宗
也
。

と
、
般
若
波
羅
蜜
が
無
上
等
正
覚
の
根
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
般
若

と
は
正
等
覚
・
佛
智
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
道
安
は

般
若
を
知
識
の
対
象
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
前
に

先
ず
佛
智
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
て
、
そ
の
佛
智
の
あ
り
方
を
求

め
、
般
若
を
自
ら
も
求
め
る
と
こ
ろ
に
般
若
研
究
の
意
義
が
あ
る

と
し
た
。
そ
こ
で
佛
智
が
法
身
で
あ
り
如
で
あ
る
と
説
明
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
北
地
に
あ
っ
て
道
安
が
般
若
経
を
研
鐙
し
て
い
る

ほ
ぼ
同
時
代
に
、
江
南
で
は
支
道
林
（
三
一
四
ｉ
三
六
六
）
が
即
色

遊
玄
諭
を
著
わ
し
て
、
盛
ん
に
般
若
を
論
じ
て
い
た
。
出
三
蔵
記

集
序
第
八
に
収
め
ら
れ
て
い
る
大
小
品
対
比
要
抄
序
に
は
、
色
と

空
の
相
即
関
係
を
か
な
り
深
く
ほ
り
さ
げ
て
考
察
し
て
い
る
の
を

⑧

見
る
。同

系
統
の
経
典
が
数
種
に
わ
た
っ
て
翻
訳
さ
れ
る
と
、
釈
道
安

や
支
道
林
が
行
な
っ
た
よ
う
に
、
経
典
の
比
較
研
究
が
可
能
に
な

り
、
よ
り
精
密
な
思
想
の
理
解
が
求
め
ら
れ
る
。
殊
に
道
安
の
よ

う
に
般
若
研
究
に
全
力
を
傾
注
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
多
く
の
般

若
異
説
を
陶
冶
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
道
安
と
同
学
で
あ
っ
た

⑨

竺
法
汰
が
道
恒
の
心
無
義
を
止
息
さ
せ
た
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ

う
な
動
き
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
機
運
の
熟
す
る
の
を
待
っ
て

い
た
か
の
よ
う
に
‐
鳩
摩
羅
什
が
弘
始
三
年
（
四
○
一
）
に
長
安
に

来
て
多
く
の
経
論
を
翻
訳
し
、
流
暢
な
文
章
で
諸
経
論
を
重
訳
し

た
。
特
に
竜
樹
の
中
観
思
想
を
中
論
等
の
諸
論
の
翻
訳
に
よ
っ
て

紹
介
し
た
こ
と
は
、
格
義
を
一
掃
せ
し
め
る
の
に
役
立
っ
た
。
羅

什
の
訳
経
に
参
加
し
な
が
ら
そ
の
教
を
受
け
た
門
弟
達
は
、
そ
れ

⑩

ぞ
れ
に
経
諭
の
注
疏
を
著
し
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
現
在
そ
れ

を
見
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
僧
肇
と
道
生
と
の
二
人
の
も
の
が

あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

⑪

僧
肇
と
道
生
に
は
多
く
の
相
違
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
僧
肇

は
若
く
よ
り
維
什
に
従
っ
て
学
び
、
長
安
で
早
く
そ
の
短
い
生
涯

を
閉
じ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
道
生
は
竺
法
汰
の
門
に
入
り
、
建
業

や
庫
山
な
ど
多
く
江
南
で
学
び
、
遅
れ
て
伝
っ
た
曇
無
識
訳
の
浬

藥
経
に
も
注
を
し
て
い
る
。
僧
肇
は
羅
什
に
師
事
す
る
以
前
に
は

老
荘
の
思
想
を
愛
好
し
、
維
嘩
経
を
読
ん
で
出
家
し
た
と
い
わ
れ

る
。
羅
什
か
ら
は
中
論
を
学
ん
で
、
従
来
の
般
若
経
研
究
で
は
表

現
し
得
な
か
っ
た
般
若
思
想
の
体
系
を
た
て
る
に
至
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
道
生
は
、
江
南
の
佛
教
研
究
の
傾
向
を
受
け
、
そ
の
注
疏

に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
法
華
経
・
維
摩
経
・
浬
藥
経
・
小
品
般
若

と
研
究
し
て
い
る
学
問
の
幅
は
広
い
。
こ
の
よ
う
に
同
じ
く
羅
什

に
教
を
受
け
た
と
は
い
え
、
異
っ
た
境
遇
を
経
た
二
人
は
そ
の
思

想
傾
向
に
少
か
ら
ぬ
異
同
を
生
ず
る
こ
と
当
然
で
あ
ろ
う
。
殊
に

道
生
の
維
摩
経
疏
は
、
僧
肇
の
維
摩
経
注
を
前
提
と
し
て
そ
れ
に
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二
理
空
に
つ
い
て

ｌ
注
維
摩
経
を
中
心
と
し
て
Ｉ

維
摩
経
が
全
般
に
わ
た
っ
て
説
い
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
差

別
相
も
空
無
相
を
媒
介
と
す
れ
ば
、
結
局
は
不
二
平
等
で
あ
っ
て

正
邪
の
区
別
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
不
二
平
等
と
は

佛
智
に
お
い
て
初
め
て
言
い
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
僧
肇
は
維
摩

経
を
注
釈
す
る
に
当
っ
て
、
す
べ
て
を
佛
智
の
世
界
と
い
う
範
囲

内
に
お
い
て
説
明
し
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し

対
す
る
新
異
を
著
わ
し
た
と
、
僧
伝
は
伝
え
て
い
る
。
先
の
小
論

で
は
、
そ
の
新
異
と
い
わ
れ
る
も
の
を
道
生
の
言
葉
の
中
に
求
め

て
、
「
理
」
と
「
分
」
の
関
係
に
見
出
し
た
。
こ
の
理
に
つ
い
て

も
中
国
思
想
の
中
の
理
と
の
関
係
や
、
羅
什
の
諸
法
と
法
性
に
つ

い
て
の
考
え
方
等
が
複
雑
に
関
連
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
般

若
思
想
に
お
け
る
空
・
無
自
性
・
縁
起
の
関
係
が
、
般
若
経
に
説

か
れ
る
場
合
と
龍
樹
の
中
諭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
、
そ
の

⑫

順
序
を
逆
に
し
て
い
る
こ
と
も
論
究
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点

か
ら
考
え
て
み
て
も
、
僧
肇
が
論
に
依
っ
て
般
若
を
説
明
し
た
の

に
対
し
て
、
道
生
は
そ
れ
を
認
め
た
上
で
経
を
中
心
に
般
若
観
を

示
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
ら
の

間
胆
を
、
道
生
の
経
疏
の
中
の
語
句
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
。

て
新
異
を
現
わ
そ
う
と
し
た
と
い
わ
れ
る
道
生
に
あ
っ
て
は
、
佃

肇
と
同
じ
く
佛
智
に
お
い
て
維
摩
経
の
文
を
解
釈
す
る
と
共
に
，

そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
佛
智
を
如
何
に
し
て
得
る
か
と
い
う
こ
と

が
常
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
問
疾
仙
の
解
釈
に

お
い
て
、
羅
什
も
僧
肇
‐
も
共
に
法
空
の
語
を
用
い
て
い
る
の
に
、

道
生
が
そ
れ
を
理
空
と
言
い
か
え
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
今
そ

の
文
を
引
い
て
道
生
の
理
空
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
般
若

観
の
一
端
を
論
究
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

維
嘩
経
問
疾
品
は
、
維
摩
居
士
が
部
屋
に
何
も
置
か
ず
侍
者
を

も
去
ら
せ
て
、
一
人
で
床
に
臥
し
て
待
ち
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
へ
、

佛
の
勅
命
を
受
け
た
文
殊
菩
薩
が
病
の
見
舞
い
の
た
め
に
訪
問
し
、

訪
問
の
挨
拶
か
ら
早
速
に
鋭
い
質
疑
応
酬
を
交
え
る
と
い
う
こ
と

か
ら
始
ま
る
。
そ
の
後
、
文
殊
が
部
屋
に
何
も
置
か
な
い
理
由
を

質
問
し
、
維
摩
が
佛
国
も
空
で
あ
る
か
ら
と
答
え
て
、
空
に
つ
い

て
の
問
答
に
入
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
答
の
解
釈
に
道
生
の
理
空

の
語
が
示
さ
れ
て
い
る
。

⑩
（
又
間
以
何
為
空
、
答
日
以
空
故
空
）

生
日
。
上
空
是
空
慧
空
也
。
下
空
是
前
理
空
也
。
言
要
当
以

空
慧
然
後
空
耳
。
若
不
以
空
慧
、
終
不
空
也
。
豈
可
以
我
謂
為

不
空
哉
。

②
（
又
問
空
何
用
空
、
答
日
以
無
分
別
空
故
空
）
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生
日
。
向
言
空
慧
者
、
非
謂
分
別
作
空
之
慧
也
。
任
理
得
悟

者
耳
。
若
以
任
理
為
悟
、
而
得
此
然
後
空
者
、
理
可
不
然
乎
哉

③
（
又
問
空
可
分
別
耶
、
答
日
分
別
亦
空
）

生
日
。
夫
言
空
者
、
空
相
亦
空
。
若
空
相
不
空
、
空
為
有
美
。

空
既
為
有
、
有
豈
無
哉
。
然
則
皆
有
、
而
不
空
也
。
是
以
分
別

⑬

亦
空
、
然
後
空
耳
。

こ
の
竺
道
生
の
経
典
解
釈
の
中
に
、
空
に
対
す
る
見
解
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
空
慧
と
理
空
が
説
か
れ
て
い
る
が
＄
空

慧
と
理
空
の
意
義
と
、
そ
の
両
者
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
空
慧
と
い
う
の
は
②
で
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
分
別

し
て
空
と
な
す
の
慧
で
は
な
い
。
理
の
ま
具
に
理
に
任
せ
て
悟
を

得
た
者
の
智
慧
で
あ
る
。
こ
の
「
非
謂
分
別
作
空
之
慧
也
」
と
い

う
句
が
経
文
の
無
分
別
空
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
任
理
得
悟
」
の
句
が
示
す
意
図
は
、
空
慧
が
「
空
ず
る
作
用
を

も
つ
慧
」
と
い
う
よ
り
も
、
「
空
を
体
得
し
て
い
る
慧
」
と
み
る

方
が
妥
当
で
あ
る
。
続
く
文
を
「
若
し
理
の
ま
虫
に
任
せ
る
こ
と

が
悟
り
で
あ
っ
て
而
も
そ
う
な
っ
た
上
で
こ
そ
空
を
体
得
す
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
空
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
は
当
然
で
は
な
い
か
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
を

「
空
ず
る
作
用
を
も
つ
言
」
と
み
る
と
、
そ
の
慧
を
得
た
上
で
又

理
を
空
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
重
複
の
誤
り
を
犯
す
こ
と

に
な
る
。
道
生
に
お
い
て
は
理
は
既
に
空
無
相
で
あ
っ
て
、
空
ぜ

⑭

ら
れ
る
対
象
で
は
な
い
。

道
生
と
同
じ
く
空
慧
の
語
を
用
い
て
解
釈
し
て
い
る
の
は
羅
什

で
あ
る
。
羅
什
は
空
慧
を
「
解
空
の
慧
」
と
み
て
、
「
向
雌
明
空
慧

不
見
空
有
分
別
、
未
明
慧
体
空
無
分
別
」
と
い
い
”
空
慧
が
空
に

分
別
す
る
を
見
な
い
だ
け
で
な
く
、
慧
の
体
も
空
に
し
て
無
分
別

で
あ
る
と
云
う
。
こ
こ
で
み
ら
れ
る
空
慧
の
空
も
「
空
ず
る
作
用
」

で
は
な
く
て
、
空
を
体
し
た
慧
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
空
慧
に
空
ず

る
作
用
が
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
空
慧
は
無
分

別
の
慧
と
し
て
無
功
用
に
は
た
ら
く
の
で
あ
る
。
以
上
の
羅
什
や

道
生
に
対
し
て
、
次
に
僧
肇
は
智
空
或
は
空
智
の
語
を
用
い
る
。

即
ち
「
以
空
智
而
空
於
有
者
、
則
即
有
而
自
空
突
・
」
と
い
い
「
以

無
分
別
為
智
空
也
。
故
智
知
法
空
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
空

智
は
有
を
空
ず
る
作
用
で
あ
り
、
無
分
別
と
か
無
功
用
の
は
た
ら

き
そ
の
‐
も
の
を
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
三
者
を
比

較
し
て
み
る
時
、
道
生
と
羅
什
の
空
慧
は
類
似
し
て
い
る
が
、
僧

肇
の
智
空
の
解
釈
は
道
生
の
空
慧
と
は
異
っ
て
い
る
。
道
生
や
羅

什
は
空
慧
を
佛
智
と
し
て
用
い
て
い
る
し
、
僧
肇
は
智
空
を
佛
智

の
は
た
ら
き
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。

次
に
理
空
の
意
味
を
考
え
て
み
る
と
、
や
は
り
②
に
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
任
理
得
悟
の
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
は
当
然
に
空
で
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
理
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

の
の
文
「
下
空
是
前
理
空
也
」
と
い
う
の
は
、
経
文
の
「
空
を
以

て
」
の
上
の
空
が
空
慧
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
故
に
空
」
の
空

が
「
前
の
理
空
」
で
あ
る
と
言
う
。
こ
こ
に
言
う
「
前
の
」
と
い

う
の
は
近
く
に
理
空
の
語
が
見
当
ら
な
い
か
ら
、
直
前
の
問
答
に

言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
浄
土
が
空
で
あ
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
理
空
と
は
浄
土
空
で
あ
る
。
道
生
は
浄
土
に
つ
い

⑮

て
は
、
佛
無
浄
土
論
を
著
わ
し
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
注
維
摩
経

⑯

佛
国
品
で
も
「
無
職
謂
之
為
浄
、
無
微
為
無
」
と
、
職
が
な
い
と

い
う
こ
と
は
浄
で
あ
り
無
で
あ
る
、
即
ち
浄
土
は
無
土
で
あ
る
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。
従
っ
て
道
生
が
説
く
浄
土
は
法
身
と
同
じ
く

無
相
で
あ
り
、
佛
の
自
内
証
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
同
時
に
衆
生
応

化
の
た
め
に
浄
土
と
し
て
、
そ
の
作
用
性
を
保
持
し
て
い
る
も
の

を
言
う
。
浄
土
が
佛
の
証
悟
の
内
容
で
あ
り
空
無
相
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
理
も
亦
た
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
生
が

用
い
る
理
と
い
う
概
念
が
、
法
身
で
あ
り
、
法
・
如
・
法
性
で
あ
り
、

、
、
、
、

そ
う
し
て
浄
土
で
あ
る
こ
と
は
、
法
の
理
が
偏
満
せ
る
も
の
の
意

⑰

味
を
伽
え
て
い
る
こ
と
、
既
に
論
究
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
問

疾
品
の
解
釈
で
道
生
が
い
う
理
空
と
は
、
偏
満
せ
る
も
の
の
空
な

る
有
様
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

理
空
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
間
疾
品
の
解

釈
の
箇
処
以
外
に
、
経
題
釈
の
内
、
副
題
で
あ
る
不
可
思
議
解
脱

を
解
釈
す
る
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は

、
、

不
可
思
議
者
、
凡
有
二
種
。
一
日
理
空
、
非
惑
情
所
図
。
二

℃
も

⑱

日
神
奇
、
非
浅
識
所
量
。
若
体
夫
空
理
則
脱
思
議
之
惑
云
女
・

と
不
可
思
議
に
二
種
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
維
摩
居
士
の
心

は
理
空
を
体
得
し
て
惑
情
を
脱
し
て
お
り
、
そ
の
言
動
は
神
通
自

在
で
あ
っ
て
、
共
に
凡
情
の
推
し
量
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
境
で

あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
先
ず
、
理
空
は
空
の
理
で

あ
っ
て
、
空
理
を
体
得
す
れ
ば
思
議
の
惑
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
と
、
理
空
は
惑
情
の
図
る
所
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
と
が
注
意
せ
ら
れ
る
。
理
空
は
、
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
惑
情
の
衆
生
と
は
、
常
に
隔
絶
し
対
立
し
て
あ
る
と
こ
ろ

の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
空
の
理
を
体
得
し
た
者
に
と
っ
て
は
そ

の
心
境
は
理
空
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
相
待
す
る
も
の
は
何
も
な

い
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
維
摩
居
士
が
空
を
説
く
の
は
、
「
是
れ
そ

の
体
す
る
所
」
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
理
空
は
惑
情

の
衆
生
と
対
立
す
る
の
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
道
生
が
理
空
の
語
を
も
っ
て
説
明
し
た
前
の
問
疾

品
の
「
以
空
故
空
」
の
経
文
の
解
釈
を
、
羅
什
と
僧
肇
は
ど
の
よ
う

に
み
た
で
あ
ろ
う
か
。
「
空
を
以
て
」
の
空
を
道
生
と
羅
什
は
空
慧

と
い
い
、
僧
肇
は
智
空
と
い
っ
て
、
そ
の
相
違
を
み
た
の
で
あ
る
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が
、
「
故
に
空
」
の
空
は
、
道
生
が
理
空
と
い
う
の
に
対
し
羅
什
も

僧
肇
も
共
に
法
空
と
言
っ
て
い
る
。
羅
什
が
法
空
と
言
っ
て
い
る

⑲

や
℃
、
、

の
は
、
「
雌
法
性
、
空
不
待
空
慧
；
若
無
空
慧
則
於
我
為
有
」
と

述
尋
へ
て
い
る
よ
う
に
ゞ
自
か
ら
本
来
空
な
る
法
性
で
あ
る
。
羅
什

が
使
用
し
て
い
る
法
性
の
意
義
は
こ
こ
で
は
明
確
で
は
な
い
。
先

に
述
ぺ
た
よ
う
に
空
慧
の
意
味
が
道
生
と
類
似
し
て
い
た
の
で
あ

る
か
ら
、
や
は
り
道
生
の
理
空
と
同
じ
よ
う
な
用
い
方
を
し
て
い

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
法
性
は
自
ず
か
ら
空
で
あ
っ
て
空

言
の
空
ず
る
は
た
ら
き
を
待
た
な
い
、
空
慧
も
ま
た
無
分
別
。
無

功
用
に
は
た
ら
く
と
す
れ
ば
、
法
空
は
空
慧
と
相
待
つ
形
態
を
と

る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
点
で
仙
肇
の
見
解
は
わ
か
り
易
い
。
即

ち
「
諸
法
無
相
、
故
智
無
分
別
。
智
無
分
別
即
智
空
也
。
諸
法
無

相
即
法
空
也
」
と
い
う
よ
う
に
、
法
空
と
は
諸
法
が
差
別
相
を
取

ら
な
い
空
な
る
様
で
あ
る
。
空
ぜ
ら
れ
た
附
法
と
も
い
え
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
法
空
は
明
ら
か
に
智
空
と
相
待
つ
形
態
の
上

で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
僧
肇
は
智
空
と
法
空
が
同
一
の
空
で
あ
り

異
っ
て
空
を
立
て
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
再
度
に
わ
た
っ

て
強
調
し
て
は
い
る
。
し
か
し
経
典
の
文
「
以
空
故
空
」
を
解
釈

す
る
の
に
、
「
直
明
法
空
無
以
取
定
、
故
内
引
真
智
、
外
証
法
空

也
」
と
、
た
だ
法
空
だ
と
言
っ
た
だ
け
で
は
は
っ
き
り
し
な
い
の

で
、
内
な
る
真
智
を
引
い
て
外
な
る
法
空
を
証
明
し
た
と
、
真
智

と
法
空
を
相
待
つ
形
態
に
お
い
て
説
明
す
る
。

羅
什
も
僧
肇
も
共
に
法
空
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
道
生
が

理
空
と
い
う
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
道
生
の
意

図
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
道
生
が
法
空
と
い
う
語
を
弟
子
品

目
連
章
で
使
用
し
て
い
る
よ
う
に
、
衆
生
空
と
相
待
的
に
扱
う
こ

と
に
な
る
。
又
、
法
と
い
う
も
の
も
所
観
と
し
て
客
観
性
を
帯
び

て
い
る
。
従
っ
て
道
生
が
用
い
る
理
空
と
法
空
の
間
に
は
、
少
し

違
っ
た
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
弟
子
品
を

解
釈
す
る
中
の
法
空
と
い
う
の
は
、
目
連
尊
者
が
法
を
説
い
て
い

る
時
、
や
っ
て
来
た
維
摩
居
士
に
法
に
差
別
相
を
見
て
説
い
て
は

な
ら
な
い
と
諭
さ
れ
る
が
、
そ
の
維
曄
居
士
が
説
く
所
の
、
平
等

観
を
以
て
す
る
法
の
見
方
を
解
釈
す
る
中
に
み
ら
れ
る
。
即
ち

、

生
日
、
自
此
以
下
、
大
論
法
理
也
。
法
有
二
種
。
衆
生
空
法

℃空
。
衆
生
空
法
空
、
理
誠
不
殊
。
然
於
惑
者
取
悟
、
事
有
難
易

故
分
之
也
。
衆
生
以
総
会
成
体
、
不
実
之
意
、
居
然
可
領
、
故

⑳

易
也
。
法
以
独
立
、
近
実
之
趣
多
、
故
難
也

と
い
う
。
こ
の
衆
生
空
と
法
空
は
、
人
法
二
空
と
い
う
教
義
に
関

連
し
て
法
の
無
自
性
平
等
を
解
説
す
る
も
の
で
、
先
の
問
疾
品
の

理
空
の
よ
う
に
、
直
接
に
佛
の
証
悟
の
内
容
を
差
示
す
も
の
で
は

な
い
か
ら
、
解
釈
す
る
に
所
を
異
に
し
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
の

解
釈
方
法
の
形
態
に
注
意
し
て
み
る
と
、
衆
生
空
と
法
空
は
理
と
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し
て
は
誠
に
殊
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
‐
惑
者
が
悟
る
と
い
う
こ
と

で
は
、
そ
の
具
体
的
な
面
で
難
易
が
あ
る
か
ら
二
空
に
分
つ
と
、

我
と
法
の
二
空
に
分
け
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
法
に

は
既
に
能
所
二
分
し
得
る
要
素
を
も
っ
て
い
る
。
道
生
も
そ
れ
に

注
意
し
て
、
衆
生
（
我
）
は
衆
縁
和
合
し
て
成
立
す
る
の
で
、
自

性
が
な
く
虚
妄
で
あ
る
こ
と
は
解
り
易
い
が
、
そ
れ
に
対
し
て
法

は
独
立
の
要
素
が
あ
り
、
実
性
が
あ
る
か
の
よ
う
に
間
違
い
易
い

と
述
尋
へ
て
い
る
。
こ
の
解
釈
の
仕
方
は
、
先
に
掲
げ
た
問
疾
品
に

お
け
る
「
直
明
法
空
無
以
取
定
、
故
内
引
真
智
、
外
証
法
空
也
」

と
い
う
僧
肇
の
解
釈
で
；
法
空
は
理
解
し
に
く
い
と
い
い
、
だ
か

ら
内
に
真
智
を
引
い
て
き
て
外
に
法
空
を
証
悟
す
る
と
い
っ
て
い

る
の
と
実
に
和
似
し
て
い
る
。
そ
こ
で
道
生
は
、
弟
子
品
で
は

「
大
い
に
法
の
理
を
論
ず
」
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
法
の
理
は
法
空

と
我
空
の
差
別
が
な
く
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
理
空
で
あ

り
、
そ
し
て
法
空
は
我
空
と
相
待
っ
て
空
で
あ
る
と
い
う
見
解
を

も
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
て
き
た
所
を
要
約
し
、
道
生
の
問
疾
品
に
お
け
る
理

空
と
、
弟
子
品
に
お
け
る
法
空
、
そ
し
て
僧
肇
の
問
疾
品
に
お
け

る
法
空
の
関
係
を
纒
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
る

』
フ

○

先
ず
問
疾
師
の
「
以
空
故
空
」
と
い
う
同
じ
経
文
を
、
道
生
は

理
空
と
し
、
僧
肇
は
法
空
と
言
っ
た
。

次
に
解
釈
の
方
法
と
し
て
、
僧
肇
は
問
疾
品
で
智
空
と
法
空
を

相
待
さ
せ
、
道
生
は
弟
子
品
で
衆
生
空
と
法
空
を
相
待
さ
せ
、
共

に
相
待
つ
形
態
で
説
明
す
る
点
が
一
致
す
る
。

第
三
に
道
生
は
問
疾
品
で
は
理
空
と
言
い
、
弟
子
品
で
は
法
空

の
語
を
用
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
三
項
目
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
道
生
の
理
空
と

い
う
の
は
空
慧
と
相
待
つ
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
彼
の
い
わ
ゆ

る
法
空
と
は
異
っ
て
い
る
。
又
、
僧
肇
の
法
空
と
比
べ
て
も
そ
の

意
味
の
扱
い
方
が
違
っ
て
い
て
、
僧
肇
の
よ
う
に
智
空
と
法
空
は

同
一
に
し
て
異
空
で
な
い
と
強
調
し
な
く
と
も
、
道
生
の
理
空
は

初
め
か
ら
空
栽
と
同
一
概
念
と
し
て
用
い
て
い
た
と
言
い
得
る
。

と
こ
ろ
で
羅
什
の
法
空
と
空
慧
の
見
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
空

慧
に
つ
い
て
は
先
に
記
し
た
よ
う
に
道
生
に
近
い
。
し
か
し
法
空

に
つ
い
て
は
「
法
性
自
空
」
と
い
う
か
ら
、
遊
生
や
僧
肇
が
共
に

言
う
法
空
と
も
類
似
し
て
い
る
。
羅
什
に
と
っ
て
は
敢
て
分
別
す

る
必
要
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
理
空
に
つ
い
て
の
見
解
に
ほ
ぼ
結
論
を
み
た
よ

う
で
あ
る
か
ら
、
次
に
再
び
先
に
引
用
し
た
道
生
の
問
疾
品
の
解

釈
を
検
討
し
、
空
慧
と
理
空
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。
先
ず
空

慧
に
つ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
空
ず
る
作
用
を
も
つ
慧
で
は
な
く

53



空
を
体
得
し
て
い
る
誉
で
あ
り
、
慧
に
体
の
性
格
面
が
よ
り
強
く

表
明
さ
れ
て
い
る
。
理
空
も
ま
た
能
所
分
別
し
得
な
い
理
で
あ
る
。

そ
こ
で
⑩
に
つ
い
て
、
上
の
「
空
を
以
て
」
の
空
は
空
慧
で
あ
り
、

下
の
「
故
に
空
」
の
空
は
理
空
で
あ
る
。
続
い
て
「
言
要
当
以
空

慧
然
後
空
耳
」
は
、
理
空
も
空
慧
も
同
じ
も
の
を
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
我
を
以
て
し
て
は
理
空
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、

空
慧
を
以
て
物
を
見
れ
ば
す
べ
て
は
理
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「
空
慧
を
以
て
し
て
然
る
後
に
空
」
で
あ
る
こ
と
に
何
ら

問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
僧
肇
で
あ
れ
ば
能
所
相
待
っ
て

⑳

い
る
か
ら
、
「
豈
仮
屏
除
然
後
為
空
乎
」
と
か
「
不
待
色
滅
然
後
為

⑳空
」
と
か
言
う
よ
う
に
「
然
る
後
に
空
」
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
道
生
に
お
け
る
空
慧
と
理
空
は
既
に
初
め

か
ら
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
能
所
に
分
別
し
て
み
る
こ
と
の
で

き
な
い
形
で
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
理
空
が
相
待

っ
て
い
る
も
の
は
と
い
う
と
、
経
題
釈
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ

れ
は
衆
生
の
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
空
は
常
に
我
が
空
言

に
転
ず
る
の
を
期
待
し
て
い
る
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
名
な
の

で
あ
る
。
問
疾
品
の
道
生
釈
②
の
中
で
「
若
以
任
理
為
悟
、
而
得

此
然
後
空
者
、
理
可
不
然
乎
哉
」
は
理
が
転
識
得
智
を
期
待
す
る

も
の
で
あ
り
、
③
の
「
空
似
有
相
」
は
智
を
得
な
い
限
り
、
我
見

に
お
い
て
は
理
空
と
い
っ
て
も
、
理
空
に
相
を
見
て
空
と
は
な
し

二
諦
は
智
慧
と
方
便
の
関
係
を
説
明
す
る
教
義
で
あ
っ
て
、
諸

経
論
に
よ
っ
て
そ
の
所
説
を
異
に
し
て
い
る
。
中
国
佛
教
に
お
い

て
も
、
僧
肇
が
般
若
思
想
を
二
諦
で
説
明
し
て
以
来
‐
二
諦
説
は

⑳

常
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
道
生
も
亦
、
浬
般
経
を
注
釈
す
る
に

当
っ
て
、
聖
行
品
に
説
か
れ
る
二
諦
説
を
解
釈
し
て
お
り
、
そ
の

二
諦
に
対
す
る
考
え
方
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
浬
梁
経
聖
行
品

に
説
か
れ
て
い
る
二
諦
は
、
周
知
の
よ
う
に
世
諦
は
結
局
は
第
一

得
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
佛
智
と
惑
情
の
我
見
と

の
間
に
は
絶
待
に
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
断
絶
が
あ
る
。
僧
肇

は
そ
の
断
絶
を
断
絶
の
ま
巽
に
佛
智
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
佛

智
と
は
、
丁
度
我
見
に
お
い
て
我
あ
り
法
あ
り
と
執
著
し
て
、
我

法
相
対
し
て
交
わ
ら
な
い
そ
の
相
の
ま
虫
で
、
能
観
と
所
観
そ
れ

ぞ
れ
に
お
い
て
百
非
を
絶
し
＄
そ
し
て
能
所
も
相
否
定
す
る
、
そ

の
能
所
双
非
に
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
道
生
は
僧
肇
の
そ
の
よ

う
な
般
若
観
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
を
認
め

た
上
で
、
そ
の
佛
智
が
如
何
に
我
に
は
た
ら
き
か
け
て
い
る
か
、

我
見
所
執
の
も
の
が
如
何
に
佛
智
を
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
視
点

を
向
け
変
え
て
、
岨
空
の
語
を
用
い
た
の
で
あ
る
。

三
二
諦
義
に
つ
い
て

１
浬
喋
集
解
を
中
心
と
し
て
Ｉ
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義
で
あ
り
↑
た
だ
善
方
便
が
あ
っ
て
衆
生
に
随
順
し
て
二
諦
を
説

く
と
し
て
、
出
世
間
の
人
が
知
る
所
を
第
一
義
諦
と
い
い
、
世
人

の
知
る
所
を
世
諦
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
般
若
経
や
中
論
等
と

は
一
見
異
っ
た
思
想
を
も
っ
て
お
り
、
従
っ
て
浬
梁
経
の
二
諦
義

は
、
そ
れ
自
体
を
問
題
と
し
て
論
及
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
は
そ
れ
を
他
日
に
期
す
る
こ
と
に
し
て
、
道
生
の
解
釈
の
み
を

取
上
げ
て
み
よ
う
。

道
生
日
、
惑
者
皆
以
所
惑
為
実
、
名
世
諦
也
。
誰
云
世
諦
、

実
不
遂
異
↑
故
是
第
一
義
耳
。
第
一
義
諦
、
終
不
変
為
世
諦
也

⑳

道
生
日
、
理
如
所
談
、
唯
一
無
二
。
方
便
随
俗
説
為
二
耳
。

浬
渠
経
が
説
く
二
諦
義
の
、
世
諦
も
結
局
は
第
一
義
諦
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
、
善
巧
方
便
に
よ
っ
て
世
法
と
出
世
法
の
二
諦
が

あ
る
と
い
う
こ
と
と
の
、
ど
ち
ら
を
強
調
す
る
か
に
よ
っ
て
、
二

諦
義
の
解
釈
に
相
違
が
出
て
く
る
。
道
生
の
二
諦
義
の
解
釈
が
、

羅
什
の
般
若
思
想
を
背
景
と
し
て
い
る
限
り
、
世
俗
の
惑
知
に
よ

る
世
俗
諦
を
認
め
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
惑
者
が

惑
っ
て
真
実
と
み
る
の
を
世
諦
と
名
づ
け
て
は
い
る
が
、
世
諦
と

い
っ
て
も
惑
い
の
な
い
真
実
か
ら
み
れ
ば
第
一
義
で
し
か
な
い
と

言
う
し
、
又
、
真
実
の
理
か
ら
言
え
ば
唯
一
で
あ
っ
て
、
方
便
し

て
俗
に
随
う
か
ら
二
諦
を
説
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
う
道

生
の
解
釈
は
、
結
局
は
第
一
義
諦
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
る
。

だ
か
ら
理
を
悟
り
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
こ
に
は
二
諦
は
な

く
第
一
義
の
み
の
世
界
が
開
け
る
こ
と
に
な
る
。
「
第
一
義
諦
、

終
不
変
為
世
諦
也
」
と
は
第
一
義
諦
と
世
諦
の
二
つ
の
世
界
が
あ

る
の
で
は
な
く
、
理
を
悟
っ
た
世
界
は
第
一
義
で
あ
っ
て
、
世
諦

を
言
う
必
要
の
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
一

義
は
善
巧
方
便
に
お
い
て
二
諦
義
を
立
て
、
世
諦
を
仮
に
施
設
す

る
。
注
維
摩
経
問
疾
品
で
道
生
は
、
智
慧
と
方
便
の
関
係
を
解
釈

し
て
、
「
雌
云
方
便
有
慧
‐
而
方
便
中
不
復
更
有
慧
也
。
以
方
便

⑮

造
慧
者
、
慧
中
又
有
方
便
也
」
と
述
、
へ
て
い
る
。
方
便
と
は
慧
に

至
ら
し
め
る
た
め
に
設
け
ら
れ
る
も
の
で
、
方
便
と
し
て
顕
わ
さ

れ
て
い
る
現
象
そ
の
も
の
の
中
に
智
慧
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な

い
。
だ
か
ら
方
便
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
に
で
も
、
惑
情
を
も
っ

て
執
著
す
る
と
そ
れ
は
我
見
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
智
慧
へ

の
通
路
は
見
出
し
得
な
い
。
し
か
し
智
慧
を
得
る
に
至
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
慧
中
に
は
ま
た
方
便
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
方
便
と
智
慧
の
関
係
は
二
諦
義
に
お
い
て
も
同

じ
く
説
明
で
き
る
。
佛
智
に
お
い
て
は
方
便
し
て
第
一
義
諦
と
世

諦
の
義
が
立
て
得
る
け
れ
ど
も
、
我
見
に
と
っ
て
は
世
諦
は
認
め

ら
れ
ず
、
た
目
第
一
義
を
望
ん
で
い
く
だ
け
で
あ
る
。

道
生
の
二
諦
説
は
唐
の
均
正
撰
大
乗
四
論
玄
義
巻
五
の
二
諦
義

第
三
立
名
の
項
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

戸P
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竺
道
生
法
師
云
。
物
須
因
縁
無
自
性
故
非
有
。
順
因
縁
起
故

非
無
。
非
有
非
無
、
共
明
法
実
。
実
故
名
真
、
不
謬
故
称
諦
。

⑯

乖
真
故
名
俗
、
不
実
故
非
諦
。
是
故
虚
実
相
待
、
真
俗
名
生
也
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
文
が
何
に
依
っ
て
引
用
さ
れ
た
か
は
明

ら
か
で
な
い
。
し
か
し
均
正
は
真
俗
二
諦
の
相
即
に
お
け
る
中
道

一
実
諦
を
説
明
す
る
所
で
こ
の
文
を
引
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
「
非
有
非
無
、
共
明
法
実
」
と
「
真
俗
名
生
」
に
関
連
し
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
真
と
俗
の
名
が
生
ず
る

と
い
う
の
は
真
諦
俗
諦
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ

で
は
「
虚
実
相
待
」
に
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
道

生
の
文
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
正
確
に
写
さ
れ
た
も

の
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
均
正
の
見
解
と
切
り
離
し
て
独
立
し

た
道
生
の
文
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
「
物
は
因
縁
を
待

っ
て
成
立
っ
て
お
り
自
性
が
な
い
、
だ
か
ら
有
で
は
な
い
」
と
い

う
の
は
第
一
義
を
示
し
て
い
る
。
「
因
縁
に
順
じ
て
起
る
か
ら
無

で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
仮
の
世
俗
を
認
め
た
こ
と
に
な
る
。
こ

の
「
有
で
な
い
」
と
い
う
の
も
「
無
で
な
い
」
と
い
う
の
も
共
に

法
の
真
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
「
実
故
名
真
、
不
謬

故
称
諦
」
と
い
う
こ
と
と
、
「
乖
真
故
名
俗
、
不
実
故
非
諦
」
と

い
う
こ
と
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う

⑳

か
。
道
生
は
「
諦
者
、
審
実
為
義
、
故
言
実
耳
」
と
諦
を
説
明
し

の
理
と
虚
妄
分
別
と
は
相
容
れ
な
い
世
界
で
あ
る
こ
と
を
述
ゞ
へ
て

い
る
の
か
、
不
実
の
世
俗
が
不
実
の
ま
ま
で
善
巧
方
便
に
よ
っ
て

世
俗
諦
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
か
明
確
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
し
か
し
非
有
と
非
無
に
関
し
て
、
道
生
は
「
此
為

⑳

無
有
無
無
、
究
竜
都
尽
。
乃
所
以
是
空
之
義
也
」
と
も
言
っ
て
い

る
か
ら
、
縁
起
の
故
に
非
有
で
あ
り
非
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

究
党
都
尽
し
て
真
諦
な
の
で
あ
る
。
又
、
世
俗
諦
も
佛
智
方
便
に

お
い
て
の
み
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
真
に
乖
く
の
を
世
俗

の
諦
と
は
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
均
正
が
引
用
し

た
道
生
の
説
を
検
討
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。
即
ち
、

物
が
縁
起
に
よ
っ
て
非
有
で
あ
り
非
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

佛
智
に
お
い
て
の
み
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
非
有
は
第
一

義
諦
で
あ
り
、
非
無
は
世
俗
諦
で
あ
る
。
こ
の
非
有
も
非
無
も
、

虚
妄
の
世
俗
か
ら
望
む
時
は
真
実
の
理
で
あ
っ
て
、
共
に
真
（
第

一
義
）
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
真
に
は
虚
妄
が
相
待
つ
状
態
に
お

い
て
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
皿
解
し
て
来
て
、
若
し
こ
の
解
釈
に

誤
が
な
い
と
す
れ
ば
、
浬
梁
集
解
の
道
生
の
二
諦
義
の
解
釈
と
今

て
い
る
か
ら
、
前
の
句
で
真
実
不
謬
を
諦
と
称
し
て
真
諦
を
示
し

て
い
る
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
し
か
し
後
の
句
で
真
に
乖

く
も
の
を
俗
と
す
れ
ば
、
俗
は
不
実
で
あ
る
か
ら
俗
諦
と
は
言
え

な
く
な
る
。
「
是
故
虚
実
相
待
、
真
俗
名
生
也
」
の
文
は
、
真
実
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の
四
諭
玄
義
に
引
用
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
道
生
の
二
諦
義
と
は
同
一

趣
旨
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
均
正
の
引
用
す
る
文
が
道
生

の
二
諦
義
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
「
順
因

縁
起
故
非
無
」
と
い
う
世
俗
諦
と
「
真
俗
名
生
也
」
の
俗
と
の
関

係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
惑
情
に
お
い
て

は
虚
妄
で
し
か
な
い
世
俗
も
、
仏
智
に
お
い
て
は
因
縁
に
順
じ
て

生
ず
る
仮
設
で
あ
り
、
真
俗
二
諦
の
名
が
立
て
ら
れ
る
。
そ
れ
は

注
維
摩
経
問
疾
品
に
お
け
る
智
慧
と
方
便
と
の
解
釈
で
見
る
こ
と

が
で
き
た
よ
う
に
、
第
一
義
の
肌
を
望
み
い
く
者
に
と
っ
て
の
み

世
諦
と
し
て
の
方
便
に
順
ず
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

浬
梁
集
解
に
み
る
こ
と
の
で
き
る
道
生
の
一
連
の
解
釈
の
文
で

あ
る
所
の
、
次
の
文
即
ち
、

道
生
日
、
熱
炎
以
不
実
為
実
、
是
則
世
諦
。
解
其
不
実
、
是

第
一
義
諦

道
生
日
、
世
之
所
著
、
為
世
諦
。
知
其
実
故
、
為
第
一
義

⑳

道
生
日
、
有
多
惑
、
故
為
世
諦
。
無
多
解
、
故
為
第
一
義
也
。

と
あ
る
の
も
、
佛
智
か
ら
す
れ
ば
有
と
せ
ら
れ
る
熱
炎
は
世
の
所

著
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
諦
で
あ
っ
て
、
若
し
真
実
を
望
む
な
ら
ば

第
一
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
こ
の
真
実
を
望
み
い
く
と

こ
ろ
に
道
生
の
二
諦
義
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
と
思
う
。

般
若
思
想
と
い
っ
て
も
そ
の
中
に
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

争
、
珈

今
は
理
空
と
い
う
こ
と
と
二
諦
義
の
問
題
の
み
し
か
扱
う
こ
と
力

で
き
な
か
っ
た
か
ら
、
結
論
を
出
す
こ
と
は
尚
早
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
、
こ
の
二
つ
の
問
題
か
ら
出
し
得
た
も
の
の

み
を
ま
と
め
て
み
よ
、
７
。

先
ず
理
空
に
つ
い
て
は
、
維
摩
経
の
文
「
以
空
故
空
」
の
二
つ

の
空
を
解
釈
す
る
の
に
、
道
生
は
一
つ
を
理
空
と
い
い
他
を
空
慧

と
い
っ
た
。
こ
の
理
空
と
は
空
の
理
を
体
得
し
た
智
慧
そ
の
も
の

で
あ
り
、
そ
の
理
空
に
は
は
た
ら
き
と
し
て
の
能
観
（
衆
生
空
）

と
所
観
（
法
空
）
が
相
待
っ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
肌
空
は

他
の
一
つ
で
あ
る
空
慧
と
は
相
待
つ
も
の
で
は
な
く
‘
同
じ
も
の

を
差
示
し
て
い
る
。
僻
肇
は
こ
の
二
つ
の
空
を
異
空
で
は
な
い
と

言
い
な
が
ら
も
、
能
（
智
空
）
所
（
法
空
）
相
待
つ
形
態
で
説
明

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
僧
肇
の
法
空
と
道
生
の
理
空
と
の
関
連
に

お
い
て
、
哩
空
の
相
待
つ
も
の
は
惑
情
の
衆
生
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
道
生
は
理
空
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衆
情

と
相
対
す
る
形
態
を
示
そ
う
と
意
図
し
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
二
諦
義
に
つ
い
て
は
、
近
生
は
二
諦
が
佛
の
方
便
と
い
う

智
慧
の
は
た
ら
き
な
の
で
あ
っ
て
、
一
実
諦
し
か
な
い
こ
と
を
強

/|、
」

結

耳7
四 画



調
す
る
。
こ
れ
は
僧
肇
が
佛
智
と
い
う
範
囲
に
の
み
限
定
し
て
般

若
を
説
明
す
る
の
と
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
道

生
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
佛
智
に
よ
っ
て
世
俗
諦
と
し

て
示
さ
れ
る
も
の
と
、
惑
情
の
世
俗
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
惑
情
の
世
俗
を
否
定
し
世
俗
諦
を
通
路

と
し
て
第
一
義
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
道
生
は
第
一
義
を
、

世
諦
を
通
じ
て
望
み
い
く
も
の
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
理
空
と
二
諦
義
の
解
釈
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
は
‐
理
空

も
第
一
義
も
共
に
佛
智
で
あ
っ
て
，
そ
れ
自
体
の
内
容
は
僧
肇
の

解
釈
と
の
間
に
相
違
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
道
生
に
と
っ
て
よ

り
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
理
空
と
惑
情
の
衆
生
と
の
関
係
で

あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
逆
生
自
身
が
般
若
の
理
を
体
得
す
る
こ
と

の
で
き
る
通
路
を
ど
こ
に
求
め
る
か
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は

理
空
を
望
み
い
く
も
の
で
あ
り
、
も
し
理
空
を
体
得
す
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
ば
、
寂
静
の
世
界
が
開
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

』
ヘ
ノ
Ｏ

僧
肇
は
佛
智
の
用
の
面
を
明
ら
か
に
し
て
、
仮
有
と
し
て
の
存

在
の
意
義
を
強
調
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
道
生
は
再
び
衆
生
が
佛

智
の
体
の
面
で
あ
る
空
寂
静
を
求
め
る
方
向
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

羅
什
の
門
下
で
あ
る
僧
肇
と
道
生
に
よ
っ
て
、
動
の
般
若
と
静
の

般
若
と
い
う
般
若
の
二
面
性
は
既
に
備
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
の
で
券
坐
る
。

註

①
「
魏
晋
玄
学
流
別
略
論
」
で
湯
用
形
氏
は
「
則
貴
玄
言
、
宗
老
氏
、

魏
晋
之
時
、
誰
称
極
盛
、
而
干
東
漢
亦
巳
見
其
端
突
」
と
述
べ
て
い

る
。
魏
晋
玄
学
論
稿
四
八
頁
参
照

②
こ
の
時
代
の
佛
教
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
興
味

深
い
概
説
害
と
し
て
は
、
塚
本
善
隆
博
士
著
「
中
国
の
俳
教
者
た
ち
」

（
思
想
の
歴
史
４
・
渡
辺
照
宏
博
士
編
・
佛
教
の
東
漸
と
道
教
、
平

凡
社
）
が
あ
る
。

③
経
典
の
翻
訳
年
代
は
川
三
蔵
記
集
第
二
（
大
正
五
五
・
六
’
七
）

④
塚
本
博
士
編
「
肇
諭
研
究
」
一
五
頁
。

⑤
出
三
蔵
記
集
第
八
（
大
正
五
五
・
五
九
ａ
）

⑥
横
超
教
授
「
竺
道
生
撰
法
華
経
疏
の
研
究
」
（
大
谷
大
学
研
究
年

報
第
５
籾
一
九
六
頁
）

⑦
出
三
蔵
記
集
第
七
（
大
正
五
五
・
四
八
ａ
）

③
梶
山
雄
一
氏
著
「
僧
肇
に
於
け
る
中
観
哲
学
の
形
態
」
（
肇
論
研

究
二
○
四
頁
）
、
拙
著
「
中
国
初
期
般
若
教
学
に
つ
い
て
」
（
印
度
学

佛
教
学
研
究
第
Ⅲ
巻
所
収
）
参
照
。

⑨
高
僧
伝
巻
五
、
竺
法
汰
伝
四
（
大
正
五
○
・
三
五
四
Ｃ
）

⑩
羅
什
の
門
下
を
四
聖
・
八
俊
・
十
哲
と
数
え
る
。
高
僧
伝
の
そ
れ

ぞ
れ
の
伝
記
に
著
し
た
注
疏
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
湯
用

形
氏
、
漢
魏
両
晋
南
北
朝
佛
教
史
（
上
冊
三
二
四
頁
）
に
は
「
鳩
摩

羅
什
之
弟
子
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

、
僧
肇
の
伝
記
は
高
僧
伝
巻
六
（
大
正
五
○
・
三
六
五
）
道
生
は
同

じ
く
巻
七
（
大
正
五
○
・
三
六
六
）
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⑫
中
村
元
博
士
著
「
空
の
考
察
」
（
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
一

八
七
頁
）

⑬
注
維
摩
経
間
疾
品
（
大
正
三
八
・
三
七
二
ｃ
）
。
注
維
摩
経
は
羅

什
・
僧
肇
・
道
生
の
注
釈
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。

、
、
、
、
、

⑭
道
生
は
「
自
有
得
解
之
空
菩
。
此
空
是
慧
之
所
為
、
非
理
然
也
。

何
可
以
空
慧
然
後
空
便
言
理
為
空
哉
」
と
言
っ
て
い
る
（
同
三
七
二

Ｃ
）

⑮
高
僧
伝
巻
七
道
生
伝
に
は
道
生
の
著
作
を
二
諦
論
、
佛
性
当
有
論
、

法
身
無
色
論
、
佛
無
浄
土
論
、
応
有
縁
論
と
掲
げ
て
い
る
。

⑯
注
維
摩
経
佛
国
品
（
大
正
三
八
・
三
三
四
ｃ
）

⑰
拙
著
「
竺
道
生
の
思
想
」
（
大
谷
学
報
第
四
十
六
巻
第
一
号
参
照
）

⑬
注
維
摩
経
経
題
釈
（
大
正
三
八
・
三
二
八
ａ
）

⑲
同
間
疾
品
（
大
正
三
八
・
三
七
二
ｃ
）

⑳
同
弟
子
品
（
大
正
三
八
・
三
四
六
ａ
）

④
同
問
疾
品
（
大
正
三
八
。
三
七
二
Ｃ
）

⑳
同
入
不
二
法
門
品
（
大
正
三
八
・
三
九
八
ａ
）

「
然
後
空
云
々
」
の
語
句
は
、
我
見
と
空
慧
の
関
連
の
上
に
用
い
る

道
生
と
、
仏
智
の
能
所
の
空
を
説
く
僧
肇
と
で
は
用
い
方
を
逆
に
し

て
い
て
他
の
箇
処
に
も
例
を
見
る
こ
と
か
で
き
る
。
但
し
註
型
引
用

の
道
生
の
文
は
、
僧
肇
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
「
然
後
空
」
と
用
い

て
い
る
。

⑳
僧
肇
に
先
立
っ
て
は
、
道
安
が
合
放
光
光
讃
随
略
解
序
に
常
道
と

可
道
の
二
諦
に
相
当
す
る
名
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
僧
肇
以
後
の
二

諦
説
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
福
島
光
哉
氏
「
梁
代
二
諦
思
想
の
特

質
」
（
佛
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
２
号
）
参
照
。

＠
浬
渠
集
解
聖
行
品
（
大
正
三
七
・
四
八
七
ｂ
）

⑳
注
維
雁
経
問
疾
品
（
大
正
三
八
・
三
七
九
ｂ
）

⑳
大
日
本
統
蔵
経
第
一
紺
第
七
四
套
第
一
冊
二
三
右
上

⑳
浬
巣
集
解
（
大
正
三
七
・
四
八
九
ｂ
）

⑳
注
維
摩
経
弟
子
品
（
大
正
三
八
・
三
五
四
ｂ
）
。
道
生
は
註
恥
で

は
非
有
を
真
諦
と
し
非
無
を
俗
諦
と
し
、
こ
こ
で
は
非
有
非
無
を
第

一
義
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
僧
肇
は
非
有
非
無
を
真
諦
と
し
、

非
有
非
無
な
る
ま
ま
に
お
け
る
有
あ
る
ひ
は
無
を
俗
諦
と
し
た
。

⑳
浬
巣
集
解
（
大
正
三
七
・
四
八
七
ｃ
）
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