
佛
陀
の
悟
り
の
内
容
が
、
い
ま
だ
か
っ
て
人
類
の
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
大
い
な
る
世
界
を
吾
女
に
開
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
そ
の
教
法
を
遵
守
す
る
者
に
と
っ
て
疑
い
の
な
い
事
実
で

あ
っ
た
が
、
人
間
の
迷
妄
を
破
っ
て
光
り
輝
く
生
命
の
息
吹
き
を

真
の
意
味
で
生
き
生
き
と
伝
承
す
る
た
め
に
は
、
大
き
な
困
難
が

横
た
わ
っ
て
い
た
。
佛
陀
に
よ
っ
て
覚
ら
れ
た
真
如
法
性
の
世
界

は
、
三
界
を
越
え
た
も
の
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
無
明
に
覆
わ
れ

た
人
間
に
と
っ
て
は
、
と
う
て
い
夢
に
も
考
え
及
ば
な
い
世
界
の

で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
迷
い
と
は
次
元
の
異
な
る

も
の
で
あ
っ
て
、
悟
り
の
世
界
は
、
迷
い
の
衆
生
に
説
き
示
さ
れ

得
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
菩
提
樹
下
に
悟
り
を
成
ぜ
ら

れ
た
釈
尊
が
、
自
か
ら
自
受
用
法
楽
に
ひ
た
り
な
が
ら
、
あ
ま
り

大
乗
に
お
け
る
相
即
の
論
理
の
内
景

ｌ
煩
悩
即
菩
提
の
思
想
に
つ
い
て
Ｉ

一

①

の
喜
び
に
驚
嘆
せ
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
な
が
ら
、
佛
伝
は
更
に
そ

れ
に
続
い
て
、
そ
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
法
界
の
内
景
を
衆
生
に

説
き
示
す
こ
と
を
断
念
せ
ら
れ
た
と
も
記
述
す
る
の
は
、
そ
れ
が

何
ら
か
の
方
法
を
構
ず
れ
ば
可
能
に
な
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で

は
な
く
、
い
か
な
る
方
法
も
手
段
も
何
ら
役
に
立
た
な
い
で
き
ご

と
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て

悟
り
の
世
界
は
釈
尊
に
よ
っ
て
自
覚
さ
れ
は
し
た
が
、
そ
れ
は
吾

友
衆
生
に
開
か
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
迷
え

る
衆
生
と
し
て
の
吾
だ
の
現
実
と
は
本
来
別
世
界
の
で
き
ご
と
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
・
悟
り
は
本
来
吾
左
の
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
梵
天
の
勧
請
に
よ
り
つ
つ
も
、
釈
尊

が
た
や
す
く
そ
の
勧
め
に
応
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
当
然
の
状

態
で
あ
っ
て
、
再
三
の
勧
め
に
よ
っ
て
説
法
を
う
ゞ
ヘ
な
わ
れ
た
と

い
う
の
は
、
吾
友
の
常
識
的
な
観
点
か
ら
い
え
ば
奇
妙
な
話
な
の

鍵
主
良
敬
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で
あ
る
。
次
元
の
異
な
る
も
の
を
結
び
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
は

大
体
無
理
な
話
だ
か
ら
で
あ
る
。
無
理
を
無
理
と
知
り
つ
つ
、
ど

の
よ
う
な
手
段
に
う
っ
た
え
て
も
結
局
は
失
敗
に
終
る
こ
と
を
承

知
の
上
で
説
法
を
承
知
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
吾
女
の
想
像

を
絶
し
た
世
界
の
で
き
ご
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
て
あ
る
・

従
っ
て
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
悟
り
を
開
い
て
佛
陀
と

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
の
精
神
史
上
、
驚
天
動
地
の
で
き

ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
佛
陀
が
佛
陀
と
し

て
真
に
完
成
し
た
の
は
、
菩
提
樹
下
の
悟
り
そ
の
も
の
よ
り
は
、

不
可
能
を
不
可
能
と
知
り
つ
つ
敢
え
て
衆
生
済
度
の
た
め
の
第
一

歩
を
踏
み
出
さ
れ
た
説
法
の
時
点
に
あ
る
と
み
る
の
は
、
も
っ
と

も
な
説
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
悟
り
が

上
求
的
智
で
表
わ
さ
れ
る
よ
り
も
、
下
化
的
悲
で
示
さ
れ
、
一
切

の
迷
え
る
も
の
を
哀
れ
ん
で
止
ま
な
い
佛
陀
の
大
慈
悲
が
明
ら
か

に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
教
え
に
よ
っ
て
自
己
の
あ
る
べ

き
方
向
を
示
さ
れ
た
者
に
と
っ
て
は
、
佛
陀
の
大
悲
こ
そ
、
佛
陀

の
佛
陀
た
る
総
て
で
あ
っ
て
、
大
悲
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
大
智

が
い
か
に
大
智
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
吾
女
と
は
無
関
係
に
な
る

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
い
わ
れ
る
大
悲
が
＄
た
だ

大
悲
だ
け
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
当
然
大
智
が
大
悲
と
な
る
の
で

あ
り
、
大
悲
と
な
ら
な
い
大
智
は
大
智
で
す
ら
あ
り
得
な
い
と
す

れ
ば
、
大
智
は
即
ち
大
悲
で
あ
り
、
大
悲
も
ま
た
大
智
で
あ
る
こ

と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

大
智
が
大
悲
を
通
し
て
吾
点
へ
の
語
り
か
け
と
な
り
教
説
・
説

法
と
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
色
も
な
く
形
も
な
い
法
性
真
如
が
、

色
と
な
り
形
と
な
り
言
葉
と
な
る
の
て
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
決

定
的
な
自
己
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
示
す
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
語
る
こ
と
の
で
き

な
い
世
界
が
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
を
示

す
言
葉
で
は
あ
っ
て
も
、
何
か
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
示
す
言
葉
で

は
な
く
、
も
の
そ
れ
自
身
、
吾
友
そ
の
も
の
を
真
実
の
相
に
目
覚

め
さ
せ
る
言
葉
と
し
て
、
言
葉
で
は
あ
る
が
た
だ
の
言
葉
で
は
な

い
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
人
間
を
し
て
人
間
の
実
相
に
呼
び
覚
ま

す
言
葉
が
、
釈
尊
の
説
法
と
な
り
、
そ
の
後
の
経
典
と
な
っ
た
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
言
葉
を
こ
え
た
言
葉
で
あ
る
佛
説

は
常
に
具
体
的
に
生
き
て
は
た
ら
い
て
い
る
永
遠
の
生
命
の
世
界

か
ら
、
そ
の
生
命
を
失
わ
ず
し
て
吾
友
の
世
界
に
来
生
し
た
も
の

で
あ
る
か
ら
如
来
で
あ
り
、
如
来
で
あ
る
佛
説
は
従
っ
て
吾
女
の

普
通
に
用
い
る
日
常
語
で
は
あ
り
得
な
い
・
そ
れ
は
真
実
を
失
っ

て
い
る
者
を
真
実
の
世
界
に
呼
び
か
え
す
呼
び
か
け
で
あ
り
＄
時

間
・
空
間
を
超
え
て
躍
動
し
て
止
ま
な
い
法
性
の
は
た
ら
き
そ
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
従
っ
て
佛
陀
が
目
覚
め
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た
悟
り
の
世
界
を
指
し
示
し
て
い
る
か
否
か
が
佛
説
で
あ
る
か
否

か
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
如
法
性
を
表
わ
し
て
い
る
言

葉
は
す
、
へ
て
佛
説
と
な
る
。
し
か
し
具
体
的
に
生
き
た
は
た
ら
き

で
あ
る
法
性
を
示
す
も
の
が
佛
説
で
あ
り
、
常
に
真
如
を
語
っ
て

い
る
も
の
が
経
典
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
経
典
と
し
て
表
わ
れ

た
言
葉
に
対
し
て
、
吾
左
の
感
覚
が
麻
蝉
す
る
時
、
経
典
は
経
典

と
し
て
の
生
き
た
生
命
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
れ
を
受
け
取
る
吾
次

の
側
が
、
経
典
を
読
み
取
る
力
を
失
う
故
に
、
経
典
は
経
典
と
し

て
の
生
命
を
断
つ
の
で
あ
る
。

吾
女
は
言
葉
に
よ
っ
て
す
べ
て
を
考
え
、
語
り
、
記
憶
し
、
感

受
す
る
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
は
生
き
生
き
と
し
た
生
命
の
息
吹

き
を
感
ず
る
こ
と
の
で
き
た
言
葉
に
も
、
そ
れ
に
馴
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
感
覚
を
失
っ
て
行
く
。
そ
こ
に
言
葉
の
固
定
化
・
概
念
化

が
あ
り
、
誤
解
・
固
執
が
生
じ
て
く
る
。
吾
女
は
生
き
た
は
た
ら

き
を
現
わ
し
て
い
た
言
葉
を
＄
自
己
に
都
合
の
よ
い
解
釈
を
加
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
そ
の
持
て
る
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
な

し
に
、
理
解
し
た
と
錯
覚
し
て
抹
殺
す
る
の
で
あ
る
。
経
典
は
常

に
生
き
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
を
受
け
取
る
側
の
吾
だ
が
経
典
を

殺
し
て
行
く
。
そ
こ
に
大
乗
佛
教
の
成
立
し
た
理
由
を
観
、
大
乗

経
典
の
生
れ
た
根
拠
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

吾
女
の
失
っ
た
感
覚
を
呼
び
さ
ま
し
、
曇
っ
た
心
を
浄
め
よ
う
と

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
大
乗
経
典
を
み
た
場
合
、
最
も
よ
く

佛
陀
の
悟
り
の
内
容
を
表
わ
し
た
経
典
の
一
つ
が
華
厳
経
で
あ
る

こ
と
は
疑
い
な
い
。
華
厳
経
は
釈
尊
が
自
己
の
悟
っ
た
悟
道
の
世

界
を
誰
か
に
説
い
た
も
の
で
は
な
く
、
悟
り
の
世
界
が
悟
り
そ
の

も
の
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
、
佛
を
佛
と
し
て
説
い
た
も
の
で
あ

②

る
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
佛
陀
が
佛
陀
で
あ
る
た
め
の
内
景
が
開

示
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
言
葉
を
こ
え
て
あ
る
世
界
が
言

葉
と
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
如
何
な
る
様
相
を
呈
す
る
も
の
で
あ

る
か
。
対
告
衆
に
対
す
る
何
ら
の
顧
慮
も
は
ら
わ
れ
ず
に
述
舗
へ
ら

れ
る
佛
陀
の
悟
り
の
世
界
は
、
そ
れ
故
に
生
命
そ
の
も
の
と
し
て
、

迷
い
に
沈
浦
す
る
吾
女
に
は
ほ
ど
遠
い
も
の
と
し
て
の
感
は
ま
ぬ

が
れ
な
い
。
し
か
し
吾
女
が
こ
の
経
典
に
接
し
て
そ
の
融
通
無
碍

な
描
写
に
唖
然
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
佛
の
世
界
の

広
大
無
辺
さ
に
何
ら
か
の
形
で
心
を
引
か
れ
る
の
は
、
吾
女
の
常

識
を
絶
し
た
世
界
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
薄
女
に
も
せ
よ
気
付

し
て
、
生
き
て
躍
動
し
た
法
性
の
は
た
ら
き
が
大
乗
経
典
で
あ
る

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
真
如
は
固
定
し
た
も
の
で
は

な
い
と
い
わ
れ
る
点
か
ら
も
、
大
乗
佛
教
こ
そ
根
本
佛
教
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
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く
と
共
に
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
世
界
が
、
単
に
吾
女
と
は

別
個
な
世
界
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
迷
妄
の
中
に
あ
る
吾

友
に
も
あ
る
意
味
で
手
懸
り
は
全
く
失
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
て
佛

の
悟
り
が
悟
り
と
し
て
説
か
れ
、
佛
が
佛
の
ま
ま
で
示
さ
れ
て
い

る
こ
の
経
は
↑
ま
さ
し
く
雑
華
厳
飾
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
華
友
に
よ

っ
て
荘
厳
さ
れ
た
佛
の
世
界
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
佛
を
端
的
に
一
即
一
切
・
一
切
即
一
の
論
理
に
お
い
て
示
し
て

③

い
る
と
こ
ろ
に
こ
の
経
の
大
乗
佛
教
的
一
性
格
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

佛
陀
の
悟
り
の
内
容
が
生
き
た
は
た
ら
き
と
し
て
活
動
し
て
止

ま
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
概
念
化
し
た
り
、
固
定
化
し
て

と
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
生

き
た
も
の
を
生
き
た
ま
ま
で
示
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
か
か
る
表

現
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
吾
女
の
陥
り
や
す
い
固

定
化
を
打
破
す
る
た
め
に
は
、
概
念
の
世
界
で
の
全
く
矛
盾
す
る

あ
り
方
を
以
っ
て
示
す
以
外
に
は
な
い
・
吾
女
の
常
識
の
世
界
で

は
一
は
ど
こ
ま
で
も
一
で
あ
っ
て
多
で
は
な
く
、
多
は
多
以
外
の

一
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
多
が
多
で
あ
り
な
が
ら
㈲
し
か

も
そ
の
ま
ま
で
一
で
あ
り
、
一
が
一
を
止
め
ず
し
て
多
で
あ
る
と

は
全
く
矛
盾
し
た
概
念
で
あ
る
。
一
即
多
・
多
即
一
の
論
理
は
現

実
の
吾
友
の
立
場
か
ら
は
う
べ
な
う
す
く
も
な
い
が
、
華
厳
経
は

こ
の
よ
う
な
世
界
こ
そ
が
、
佛
の
開
い
た
悟
り
の
境
地
で
あ
る
と

し
て
↑
そ
の
生
き
て
は
た
ら
き
つ
つ
あ
る
姿
を
示
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
生
き
た
も
の
を
形
骸
化
し
て
示
す
こ
と
は
簡
単

で
あ
る
。
し
か
し
生
き
た
ま
ま
で
示
す
こ
と
は
大
変
な
難
事
で
あ

る
。
難
事
と
い
う
よ
り
不
可
能
で
あ
る
。
死
ん
だ
屍
の
み
に
し
か

接
し
た
こ
と
の
な
い
吾
左
は
、
生
き
た
も
の
を
生
き
た
ま
ま
で
示

さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
死
ん
だ
も
の
と
し
て
し
か
見
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
経
は
そ
の
よ
う
な
人
間
の
無
始
以

来
の
迷
妄
を
根
底
か
ら
打
ち
破
っ
て
、
真
に
あ
る
も
の
を
あ
る
が

ま
ま
に
見
よ
と
叫
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
即
一
切
。
一

切
即
一
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
佛
の
悟
り
の
内
容
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
証
悟
の
内
容
が
本
来
相
即
の
語

で
表
わ
さ
れ
る
ご
と
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
は
一
、
多

は
多
で
あ
る
吾
女
の
日
常
的
意
識
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一
に
し
て
多
、
多
に
し
て
一
の
世
界
と
な
る
・
華
厳
経
が
人
間
の

常
識
に
反
す
る
よ
う
な
象
徴
的
表
現
を
以
っ
て
、
佛
陀
正
覚
の
内

景
を
示
そ
う
と
す
る
の
も
、
か
か
る
象
徴
的
表
現
で
以
っ
て
相
反

す
る
も
の
の
相
即
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
生
き
た
悟
り
の
内
容
を

直
感
的
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
・
佛
の
世
界

は
一
刻
も
停
滞
す
る
こ
と
な
く
、
念
女
に
動
い
て
止
ま
な
い
境
地
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で
あ
る
。
そ
の
無
限
に
進
展
し
て
尽
き
な
い
世
界
が
生
き
た
ま
ま

で
吾
女
に
開
示
さ
れ
た
時
に
、
大
乗
佛
教
の
根
本
精
神
と
も
い
う

べ
き
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
梁
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
・

華
厳
経
巻
第
二
十
五
、
十
地
品
に
は
「
菩
薩
の
罪
に
汚
さ
れ
ざ

④

る
は
、
蓮
華
の
水
に
在
る
が
如
し
」
と
い
い
、
そ
の
少
し
前
に
、

是
の
如
く
菩
薩
此
七
地
に
住
す
れ
ば
、
諸
女
の
波
羅
蜜
の
船

に
乗
り
、
能
く
実
際
を
行
じ
て
、
而
も
実
際
を
証
せ
ず
。
菩

薩
は
是
の
如
く
大
願
力
を
以
て
の
故
に
、
智
慧
の
力
を
得
る、

が
故
に
、
禅
定
智
慧
よ
り
大
方
便
力
を
生
ず
る
が
故
に
、
深

、
も
、
、
、
、
、
、
、
、
ｂ
、
、
、
ｂ
、
、
、

く
浬
梁
を
愛
す
と
雌
も
而
も
身
を
生
死
に
現
ず
。
春
属
に
囲

逹
せ
ら
る
と
雌
も
、
而
も
心
は
常
に
遠
離
す
。
願
力
を
以
て

の
故
に
、
三
界
に
受
生
す
る
も
、
世
法
の
為
に
汚
染
せ
ら
れ

ず
。
心
は
常
に
善
寂
な
る
も
、
方
便
の
力
を
以
て
の
故
に
、

、
、
℃
、
、
、
、
ｂ
‐
や
も
、
、

而
も
還
っ
て
熾
然
た
り
。
佛
智
に
随
行
し
、
声
聞
鮮
支
佛
地

℃
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
も
も

を
転
じ
て
佛
の
法
蔵
に
至
る
も
、
而
も
魔
界
を
現
ず
。
四
魔

を
過
ぐ
と
雌
も
、
而
も
魔
行
を
現
ず
。
外
道
の
行
を
現
ず
と

誰
も
而
も
佛
法
を
捨
て
ず
。
身
を
一
切
の
世
間
に
現
ず
と
雄

⑤

も
、
而
も
心
は
常
に
出
世
間
の
法
に
在
り
。

と
い
わ
れ
る
の
も
、
相
即
の
論
理
の
最
も
端
的
な
表
れ
と
み
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
佛
道
を
歩
む
こ
と
の
目
的
は
、
当
然
な
こ
と
な

が
ら
解
脱
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
三
界
六
道
の
迷
い
を
超
え
て
真

相
即
と
し
て
の
一
の
世
界
＄
そ
れ
は
本
来
人
間
に
そ
な
わ
っ
た

法
性
の
世
界
で
あ
る
。
自
己
に
あ
る
そ
の
よ
う
な
世
界
を
失
う
と

に
自
由
無
碍
な
る
境
地
と
し
て
の
悟
り
を
得
る
た
め
に
、
吾
女
を

し
て
迷
妄
に
鑿
縛
す
る
無
明
を
破
り
、
煩
悩
を
断
ず
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
苦
悩
の
現
実
の
中
に
沈

淌
す
る
吾
友
に
と
っ
て
、
い
か
に
し
て
そ
の
悩
み
苦
し
み
か
ら
の

が
れ
て
永
遠
の
平
安
を
得
る
か
は
、
常
に
望
ま
れ
て
き
た
事
実
で

あ
る
。
煩
悩
は
断
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
蕊
縛
は
解
か
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
煩
悩
を
断
じ
て
安
楽
を
得
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

に
は
現
に
深
い
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
見
出
さ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

い
か
に
吾
友
が
煩
悩
に
悩
ま
さ
れ
苦
し
ま
さ
れ
る
こ
と
が
耐
え
が

た
い
と
は
い
っ
て
も
ゞ
そ
れ
を
の
が
れ
て
安
堵
し
よ
う
と
す
る
の

で
は
、
得
ら
れ
た
安
楽
が
既
に
停
滞
に
な
る
。
菩
薩
の
願
い
が
生

⑥

死
に
住
せ
ず
浬
藥
に
住
せ
ざ
る
不
住
道
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、

無
限
に
動
い
て
止
ま
な
い
生
命
の
は
た
ら
き
に
生
き
る
も
の
て
あ

る
か
ら
に
違
い
な
い
・
そ
こ
に
生
死
を
厭
う
こ
と
が
た
だ
単
に
生

死
を
逃
げ
避
け
る
の
で
は
な
く
、
生
死
の
中
に
あ
っ
て
生
死
に
染

汚
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
生
死
を
浬
藥
の
か
て
と
し
て
い
く
大
乗
佛

教
の
根
本
精
神
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

三
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佛
陀
の
到
り
得
た
悟
り
の
境
地
は
、
元
来
二
を
離
れ
た
一
の
世

界
、
一
と
二
の
対
立
を
離
れ
た
不
二
の
世
界
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

大
乗
経
典
が
あ
ら
ゆ
る
表
現
方
法
を
用
い
て
示
そ
う
と
し
て
い
る

の
も
、
そ
の
よ
う
な
不
二
の
世
界
、
相
反
す
る
も
の
が
相
即
し
て

ら
れ
な
い
境
地
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

一
無
碍
道
と
い
う
特
別
な
道
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
生
死
の
中
に

あ
り
つ
つ
生
死
が
即
ち
浬
梁
で
あ
る
と
頷
か
れ
れ
ば
、
生
死
が
生

死
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
、
吾
女
を
碍
え
る
も
の
で
は
な
く
な

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
諭
註
巻
下
、
三
、
観
察

体
相
章
に
「
汲
泥
花
」
を
釈
し
て
、

経
に
「
高
原
の
陸
地
に
は
蓮
花
を
生
ぜ
ず
、
卑
湿
の
派
握
に

乃
ち
蓮
花
を
生
ず
」
と
言
え
り
。
此
は
凡
夫
煩
悩
の
醒
中
に

在
り
て
、
菩
薩
の
為
に
開
導
せ
ら
れ
て
、
能
く
佛
の
正
覚
の

花
を
生
ず
る
に
職
う
。
諒
に
夫
れ
三
宝
を
紹
隆
し
て
常
に
絶

⑳

え
ざ
ら
使
む
と
。

と
い
わ
れ
る
意
味
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
煩
悩
即
菩
提
の
論
理
の

受
け
取
り
方
は
、
し
か
し
論
註
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、
既
に
広

く
大
乗
佛
教
そ
の
も
の
の
上
に
成
立
し
た
思
想
で
あ
る
こ
と
が
注

意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

閲

い
る
境
地
の
内
景
な
の
で
あ
る
・
浄
土
論
註
に
お
い
て
曇
鴬
の
述

令
へ
た
相
即
の
論
理
が
か
か
る
世
界
を
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
維
摩
経
を
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
一

見
し
て
あ
き
ら
か
な
る
事
実
で
あ
る
。
即
ち
「
不
断
煩
悩
得
浬
藥

分
」
の
語
は
弟
子
品
第
三
で
、
舎
利
弗
が
宴
座
に
つ
い
て
維
摩
詰

に
や
り
こ
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、

道
法
を
捨
ず
し
て
凡
夫
の
事
を
現
ず
、
是
れ
を
宴
座
と
な
す
。

心
内
に
住
せ
ず
＄
亦
外
に
在
ら
ず
、
こ
れ
を
宴
座
と
な
す
。

諸
見
に
於
い
て
動
ぜ
ず
し
て
三
十
七
品
を
修
行
す
。
是
れ
を

℃
、
も
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、

宴
座
と
為
す
。
煩
悩
を
断
ぜ
ず
而
て
浬
渠
に
入
る
。
是
れ
を

宴
座
と
為
す
。
若
し
能
く
是
の
如
く
に
し
て
座
す
れ
ば
、
佛

＠

の
印
可
し
た
ま
う
所
な
り
。

の
語
に
よ
る
の
で
あ
る
。
人
里
離
れ
た
静
閖
処
で
な
け
れ
ば
成
り

立
た
な
い
宴
座
で
は
な
く
、
道
法
を
離
れ
な
い
ま
ま
で
凡
夫
の
事

が
現
ぜ
ら
れ
る
宴
座
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
吾
左
の
日
常

的
生
活
が
そ
の
ま
ま
宴
座
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
常
生
活

の
外
に
別
な
道
法
が
あ
る
の
で
な
く
、
三
界
の
輪
廻
を
こ
え
た
意

味
を
も
つ
道
法
が
、
日
常
生
活
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
が
宴
座

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
境
地
に
お
い
て
成

り
立
つ
心
は
、
内
に
あ
る
の
で
も
な
く
外
に
あ
る
の
で
も
な
く
、

内
外
と
し
て
現
わ
れ
な
が
ら
、
内
外
を
否
定
し
超
越
し
た
も
の
と
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し
て
あ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
見
方
に
左
右
さ
れ
る

こ
と
な
く
佛
道
修
行
が
行
な
わ
れ
る
の
が
宴
座
で
あ
り
ゞ
煩
悩
を

断
ず
る
こ
と
な
く
浬
藥
に
入
る
も
の
こ
そ
が
宴
座
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
「
本
当
の
端
座
の
境
地
と
い
ふ
も
の
は
、
既
に
非
内
非

外
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
そ
こ
に
は
限
定
さ
れ
た
も
の
と
い
ふ
も

の
は
何
も
残
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
い
は
ば
、
そ
れ
は
一
切
の

〃
何
も
の
〃
で
も
な
く
、
一
切
の
〃
何
か
〃
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
端
座
の
自
己
と
い
う
も
の
は
全
く
一
切
の
限
定
を
絶
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
点
で
は
、
究
極
の
意
味
で
自
在
な
る

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
も
の
で
も
な

い
が
故
に
一
切
の
も
の
か
ら
脱
却
し
た
も
の
、
生
死
か
ら
も
↑
煩

悩
か
ら
も
、
諸
縁
か
ら
も
、
諸
佛
か
ら
さ
え
も
離
脱
し
た
も
の
、

即
ち
佛
教
で
い
う
〃
解
脱
体
″
で
あ
っ
て
、
端
座
と
い
ふ
も
の
で
、

甫
め
て
わ
れ
わ
れ
は
一
切
の
繋
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
に
な
る

⑳

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
煩
悩
と
菩
提
と
は
、
体
の
上
で
は
無
二
で
あ

る
点
が
明
ら
か
に
な
り
、
生
死
と
浬
梁
が
一
体
に
な
る
の
が
不
二

⑳

法
門
に
入
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
最
も
具
体
的
に

示
さ
れ
る
の
は
蓮
華
の
譽
職
に
よ
る
と
い
え
よ
う
古
来
佛
典
が

い
ろ
い
ろ
な
形
で
蓮
華
を
佛
教
の
象
徴
と
し
て
用
い
て
い
る
よ
う

に
、
蓮
華
は
ま
さ
し
く
佛
の
目
覚
め
た
法
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

浄
土
論
註
に
引
用
さ
れ
る
維
摩
経
中
の
名
所
も
、
そ
の
よ
う
な
意

味
で
著
名
な
譽
職
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
即
ち
維

摩
詰
に
「
何
が
如
来
に
な
る
為
の
種
で
あ
る
か
」
を
問
わ
れ
た
文

殊
師
利
が
、
有
身
・
無
明
・
負
志
擬
等
、
六
十
二
見
及
び
一
切
の

煩
悩
は
、
皆
是
れ
佛
の
種
で
あ
る
と
答
え
、
そ
れ
に
付
け
加
え
て
、

若
し
無
為
を
見
て
正
位
に
入
る
者
は
、
復
た
阿
褥
多
羅
三
読

、
、
、
、
、
、
、
、

三
菩
提
心
を
発
す
能
は
ず
。
轡
え
ば
、
高
原
の
陸
地
に
は
蓮

、
園
℃
、
、
、
、
、
、
℃
、
ｂ
も
、
、
、
、
、
、
℃
も

華
を
生
ぜ
ず
、
卑
湿
の
派
泥
に
、
乃
ち
此
の
華
を
生
ず
る
が

ｂ
℃

如
し
。
是
の
如
く
、
無
為
法
を
見
て
正
位
に
入
る
者
は
、
終

に
復
た
能
く
佛
法
を
生
ぜ
ず
。
煩
悩
の
泥
中
に
乃
ち
衆
生
有

り
て
、
よ
く
佛
法
を
起
す
の
み
・
又
種
を
空
に
殖
う
る
も
、

終
に
生
ず
る
能
は
ず
。
糞
壌
の
地
な
ら
ば
、
乃
ち
能
く
滋
茂

す
る
が
如
し
。
是
の
如
く
、
無
為
の
正
位
に
入
る
者
は
、
佛

法
を
生
ぜ
ず
。
我
見
を
起
す
こ
と
須
弥
山
の
如
く
な
る
も
、

猶
ほ
能
く
阿
褥
多
羅
三
読
三
菩
提
心
を
発
し
て
、
佛
法
を
生

ず
。
是
の
故
に
当
に
知
る
今
へ
し
、
一
切
の
煩
悩
を
如
来
の
種

と
為
す
。
譽
へ
ぱ
、
巨
海
に
下
ら
ざ
れ
ば
無
価
の
宝
珠
を
得

る
こ
と
能
は
ざ
る
が
如
し
。
是
の
如
く
、
煩
悩
の
大
海
に
入酋

ら
ざ
れ
ば
、
即
ち
一
切
智
の
宝
を
得
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。

と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
佛
説
と
し
て
述
べ
ら

れ
た
と
き
、
そ
れ
は
教
条
主
義
に
対
す
る
真
向
う
か
ら
の
挑
戦
で
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あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
佛
陀
の
正
覚
の
内
容
は
、

本
質
的
に
三
界
を
こ
え
た
も
の
で
あ
り
、
無
始
以
来
の
無
明
を
破

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
点
か
ら
み
れ
ば
流
転
す
る
吾
女

凡
夫
の
世
間
と
は
お
よ
そ
ほ
ど
遠
い
も
の
て
あ
る
と
い
え
よ
う
。

全
き
断
絶
の
彼
方
に
光
り
輝
く
浬
梁
の
境
地
と
し
て
、
い
か
な
る

方
法
に
よ
っ
て
も
手
の
と
ど
か
な
い
も
の
と
し
て
恐
れ
か
し
こ
ま

っ
て
い
た
保
守
的
教
条
主
義
者
に
と
っ
て
、
悟
り
の
世
界
は
手
の

と
ど
か
な
い
彼
方
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
流
転
輪
廻
す

る
吾
女
の
煩
悩
の
生
活
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
と
い
う
宣
言
は
、

驚
天
動
地
の
響
き
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
・

大
乗
佛
教
と
は
、
伝
承
さ
れ
た
言
説
に
繋
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

佛
陀
の
真
精
神
を
、
そ
の
心
を
心
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
あ
る

と
は
よ
く
い
わ
れ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
典
拠
な
し
に
は

何
ご
と
も
語
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
代
の
吾
女
も
、
大
乗
佛
教
を

学
び
つ
つ
、
既
に
大
乗
佛
教
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
批
判
・
攻
撃
さ

れ
た
教
条
主
義
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
全
く
新
し

い
生
命
を
も
っ
て
、
煩
悩
こ
そ
が
佛
の
種
で
あ
る
と
い
い
き
っ
た

こ
の
恐
る
↑
へ
き
直
感
力
・
生
命
力
は
‐
時
間
・
空
間
を
こ
え
て
今

も
な
お
脈
を
と
し
て
吾
女
を
鞭
打
っ
て
止
ま
ぬ
も
の
が
あ
る
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

一
切
の
悪
、
一
切
の
不
善
こ
そ
が
佛
と
な
る
道
へ
の
手
懸
り
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
浬
藥
と
い
わ
れ
る
人
間
の
帰
る
籍
へ
き
究
極

の
世
界
が
、
決
し
て
現
実
を
離
れ
た
何
処
か
遠
方
に
あ
る
の
で
は

な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
え
っ
て
す
ゃ
へ
て
を
清
浄
な
る
も
の

と
雑
染
な
る
も
の
に
分
別
し
、
雑
染
を
す
て
て
清
浄
を
と
る
と
い

う
と
こ
ろ
に
、
悪
を
恐
れ
、
不
善
を
忌
避
し
て
清
浄
に
寄
り
か
か

ろ
う
と
す
る
執
著
の
心
を
見
抜
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
有
為

を
厭
い
、
無
為
で
な
け
れ
ば
、
正
し
い
浬
藥
の
位
で
は
な
い
と
す

る
立
場
に
は
、
既
に
無
為
と
い
う
名
の
有
為
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
無
為
に
と
ら
わ
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
真
実
の
無
上
正
等
菩
提
心
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
に
な
る
。

悟
り
の
智
慧
を
表
わ
す
蓮
華
は
、
清
浄
な
る
高
原
の
陸
地
に
は

生
じ
な
い
・
煩
悩
そ
の
も
の
で
あ
る
卑
湿
の
涙
泥
こ
そ
こ
の
華
を

生
ず
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
煩
悩
の
中
に
あ
っ
て
煩
悩
を
恐
れ
ず
、

し
か
も
煩
悩
に
け
が
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
智
慧
の
姿
を
ま
こ
と
に

巧
み
に
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
流
転
の
凡
夫
で
あ
る
吾
次

に
と
っ
て
煩
悩
は
こ
の
上
も
な
く
恐
ろ
し
い
存
在
で
あ
る
。
恐
ろ

し
い
が
故
に
避
け
よ
う
と
す
る
心
が
ま
す
ま
す
煩
悩
に
苦
し
む
の

で
あ
る
。
煩
悩
を
恐
れ
な
い
心
と
は
、
煩
悩
を
恐
れ
ず
に
お
れ
な

い
心
の
自
性
に
気
付
い
た
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
煩
悩
を
恐
れ
る
こ

と
に
安
ん
じ
て
耐
え
る
こ
と
の
で
き
る
心
で
あ
る
故
に
、
そ
の
一

点
に
お
い
て
か
え
っ
て
煩
悩
を
恐
れ
な
い
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
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で
あ
る
。
雑
染
の
有
為
法
を
は
な
れ
て
た
だ
単
に
あ
る
無
為
法
と

は
職
人
間
の
理
想
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ

は
お
よ
そ
ま
こ
と
の
佛
の
目
覚
め
た
法
と
は
無
関
係
と
な
る
の
で

あ
ろ
う
。
「
煩
悩
の
泥
中
に
あ
る
衆
生
こ
そ
が
、
能
く
佛
法
を
起

す
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
佛
法
が
即
ち
煩
悩
の
派
泥
を
離
れ

て
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
衆
生
が
煩
悩

の
泥
中
に
あ
り
な
が
ら
、
能
く
法
性
の
華
を
生
ず
る
と
い
わ
れ
る

と
き
、
煩
悩
を
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
衆
生
が
、
煩
悩
の
汲
泥
を

ふ
ま
え
な
が
ら
、
な
お
且
つ
そ
れ
を
こ
え
る
意
味
を
も
っ
て
い
る

こ
と
を
表
わ
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
煩
悩
の
中
に
埋
没
し
て
い

る
も
の
が
、
単
に
そ
の
中
に
隠
れ
沈
ん
で
い
る
の
で
な
く
、
そ
の

泥
を
こ
え
出
る
と
こ
ろ
に
正
覚
の
華
と
い
わ
れ
る
意
味
が
明
確
に

示
さ
れ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
華
は
こ
え
出
た
と

い
っ
て
も
泥
を
離
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
泥
の
中
に
あ
り
つ
つ
、

し
か
も
泥
に
け
が
さ
れ
な
い
。
泥
の
中
に
あ
り
な
が
ら
泥
に
け
が

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
本
来
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

蓮
華
も
泥
を
根
拠
と
す
る
か
ぎ
り
、
泥
の
限
定
を
受
け
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
泥
中
に
あ
り
泥
の
繋
縛
を
う
け
つ
つ
、

し
か
も
泥
に
け
が
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
一
見
泥
に
け
が
さ
れ

て
あ
る
ご
と
く
見
え
る
蓮
華
の
あ
り
方
は
、
泥
を
こ
え
た
と
い
う

と
こ
ろ
で
煩
悩
の
泥
が
泥
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
こ
と
を

示
す
の
で
あ
る
。
泥
の
中
に
あ
り
つ
つ
泥
を
こ
え
て
い
る
と
い
う

の
は
、
泥
が
泥
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
こ
で
は
か
え
っ
て
佛
法
の
華
を
さ
さ
え
る
清
浄
の
大
地
に

転
換
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
本
来
恐
る
、
へ
き
煩

悩
な
ど
は
ど
こ
に
も
な
い
・
煩
悩
と
い
う
不
変
の
実
体
が
対
象
的

に
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
煩
悩
を
忌
み
厭
う
心

ｌ
深
い
自
己
へ
の
愛
著
心
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
い
う
人

間
の
実
相
に
目
覚
め
触
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
吾
友
は
全
く
意
味

の
転
換
し
た
法
性
の
華
を
自
己
の
現
実
の
上
に
咲
き
出
だ
す
こ
と

⑳

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
目
か
ら
は
恐
ろ
し
く
見
え
る
も
の

の
中
に
こ
そ
、
か
え
っ
て
恐
れ
を
こ
え
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が

「
煩
悩
の
大
海
に
入
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち
一
切
の
宝
を
得
る
こ
と
能

は
ざ
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
無
上
佛
道
の
完
成
で
あ
る

一
切
智
が
、
煩
悩
の
大
海
を
歩
む
一
歩
一
歩
の
中
に
具
現
し
て
い

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

維
摩
経
に
示
さ
れ
る
以
上
の
如
き
煩
悩
即
菩
提
の
論
理
は
、
蓮

華
の
譽
嶮
と
し
て
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
り
、
そ
の
後
世
に
与

え
た
影
響
も
は
か
り
し
れ
な
い
も
の
が
あ
る
・
従
っ
て
「
高
原
陸

地
不
生
蓮
華
、
卑
湿
派
泥
乃
生
此
華
」
と
い
え
ば
、
維
摩
経
の
全

一
ハ
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く
独
自
の
教
説
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
・
維
摩
経
の
中

⑳

に
は
多
く
の
有
名
な
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の
語
も
そ
の
特
徴
を
示

す
最
も
有
名
な
表
現
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
も

維
摩
経
そ
の
も
の
が
、
出
家
佛
教
に
対
す
る
在
家
佛
教
の
痛
烈
な

批
判
と
し
て
、
よ
く
民
衆
の
心
を
と
ら
え
、
そ
の
痛
快
な
叙
述
は

あ
ま
り
に
も
徹
底
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、
読
む
人
の
心
底
を
ゆ
り⑱

動
か
す
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
佛
教
大
辞
典

も
「
蓮
華
」
の
項
に
お
い
て
前
出
の
維
摩
経
佛
道
品
の
語
を
あ
げ

て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
著
名
度
は
押
し
て
知
る
》
へ
き
も

の
が
あ
る
。

古
来
蓮
華
は
水
中
に
あ
っ
て
水
に
そ
ま
な
い
と
い
う
点
か
ら
佛

法
の
清
浄
性
を
示
す
も
の
と
し
て
非
常
に
度
女
譽
嶮
と
し
て
用
い

⑳

ら
れ
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
中
阿
含
経
や
文

⑳

殊
師
利
浄
律
経
は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、
水
中
に
あ
っ
て
水
に
著

せ
ざ
る
も
の
と
し
て
の
蓮
華
が
一
歩
前
進
し
て
、
清
浄
な
る
場
所

に
咲
く
の
で
は
な
く
、
そ
の
逆
の
卑
湿
の
汲
泥
の
中
に
こ
そ
華
開

く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
煩
悩
こ
そ
佛
の
種
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
だ
し
た
の
は
、
や
は
り
維
摩
経
を
は
じ
め
と
す
る
大
乗
経
典

の
特
色
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
先
述
の
如

く
、
あ
ま
り
に
も
維
摩
経
が
著
名
で
あ
る
た
め
、
そ
の
譽
職
が
全

く
維
摩
経
独
特
の
も
の
と
み
な
さ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
以
上

の
ご
と
き
高
原
陸
地
不
生
蓮
華
と
い
わ
れ
る
思
想
は
、
維
摩
経
の

み
が
説
述
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
時
、
佛
説
へ
の
固
定
観
念

打
破
を
め
ざ
し
て
、
き
び
す
を
接
し
て
輩
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る

大
乗
経
典
一
般
の
特
色
を
現
わ
す
表
現
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
即
ち
、
後
漢
の
月
支
国
三
蔵
支
婁
迦
誰

の
訳
に
な
る
佛
説
遺
日
摩
尼
宝
経
に
は
、

冥
は
久
し
く
中
に
在
り
と
雌
も
、
火
の
明
を
見
て
敢
て
当
ら

ず
。
即
ち
去
る
。
佛
言
く
、
是
の
如
く
迦
葉
、
菩
薩
は
数
千

巨
億
万
劫
も
愛
欲
の
中
に
在
り
て
欲
の
為
に
覆
わ
る
る
も
、

佛
経
を
聞
く
こ
と
－
反
す
れ
ば
、
善
を
念
じ
て
、
罪
即
ち
消

尽
す
。
燈
性
の
明
と
は
、
佛
法
中
に
於
て
智
黙
の
明
な
る
こ

と
是
れ
な
り
。
冥
と
愛
欲
と
即
ち
為
に
消
尽
す
。
譽
え
ば
虚

空
中
に
穀
実
の
生
ぜ
ざ
る
が
如
し
。
地
に
種
れ
ぱ
乃
ち
穀
実

を
生
ず
る
耳
。
是
の
如
く
泥
疽
中
に
菩
薩
を
生
ぜ
ず
。
糞
そ

の
地
を
治
す
る
に
、
穀
種
潤
沢
に
生
ず
。
愛
欲
の
中
に
於
て

、
Ｂ
、
、
、

菩
薩
を
生
ず
。
佛
、
迦
葉
に
語
り
た
ま
わ
く
、
唇
え
ば
曠
野

、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
Ｔ
、
、
、
、
、
、
、
℃
℃

の
中
、
若
は
山
上
に
は
蓮
華
及
び
優
鉢
華
を
生
ぜ
ず
。
菩
薩

、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
℃
℃
、
、
、
、
、
、
℃
ｂ
、
、
砂

は
衆
の
阿
羅
漢
僻
支
佛
の
法
中
よ
り
出
で
ざ
る
な
り
。
臂
え

、
℃
、
、
ｂ
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、

ば
大
破
水
の
汚
泥
の
中
に
蓮
華
優
鉢
華
を
生
ず
る
が
如
し
。

、
、
、
、
、
Ｄ
、
、
、
ｂ
、
、
、
⑪

愛
欲
の
中
よ
り
菩
薩
の
法
を
生
ず
。
…
…

ｑ

と
あ
る
。
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又
同
経
の
異
訳
と
思
わ
れ
る
佛
説
摩
訶
術
宝
厳
経
（
一
名
大
迦

葉
品
）
は
晋
代
の
訳
で
あ
っ
て
翻
訳
者
の
名
は
不
明
で
あ
る
が
、

西
晋
の
も
の
と
す
れ
ば
翻
訳
は
か
な
り
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
に
は
、

此
の
闇
は
必
ず
減
す
。
是
の
如
く
迦
葉
、
若
し
衆
生
あ
り
て

百
千
劫
中
に
結
行
を
造
作
す
る
も
、
一
正
観
を
以
て
無
漏
智

燈
す
れ
ば
即
ち
除
尽
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
亦
復
是
の
如
し
。

替
え
ば
空
中
に
五
穀
を
生
ぜ
ざ
る
が
如
く
、
菩
薩
も
是
の
如

く
、
無
為
に
従
り
て
佛
法
を
生
ぜ
ず
。
譽
え
ば
、
大
地
の
衆

微
雑
燥
し
て
五
穀
を
生
ず
る
が
如
し
。
菩
薩
も
是
の
如
く
世

、
、

の
雑
糠
な
る
結
縛
の
中
に
於
い
て
乃
ち
佛
法
を
生
ず
。
臂
え

、
、
、
い
ｂ
、
℃
、
、
、
、
、
℃
、
℃
、
、
、
、
、
、
、

ば
陸
地
に
は
蓮
華
を
生
ぜ
ず
、
菩
薩
は
是
の
如
く
無
為
よ
り

、
、
、
、
、
、
ｂ
、
ｎ
、
、
、
、
、
、
ｂ
、
、
泡
、
℃
、

佛
法
を
出
生
せ
ず
。
臂
え
ば
派
泥
の
水
の
雑
蓮
華
を
生
ず
る

℃
、
、
℃
℃
、
℃
Ｅ
、
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
Ⅵ
、

が
如
し
。
菩
薩
は
是
の
如
く
邪
の
衆
生
の
結
縛
の
中
よ
り
乃

、
、
、
、
、
、
⑫

ち
佛
法
を
生
ず
。
：
…
．

と
あ
る
。

又
こ
の
経
の
異
訳
と
し
て
大
宝
積
経
の
中
に
み
ら
れ
る
普
明
菩

薩
会
（
古
大
宝
積
経
）
は
失
訳
で
あ
る
が
、
秦
録
に
附
さ
れ
て
い

⑬

た
も
の
と
し
て
編
入
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
経
に

は
、

⑭

若
し
然
燈
す
る
時
は
、
是
の
闇
は
無
力
な
り
。
去
ん
と
欲
せ

ず
し
て
必
ず
当
に
磨
滅
す
、
へ
し
。
是
の
如
く
迦
葉
、
百
千
万

、

劫
久
習
の
結
業
も
、
一
実
観
を
以
っ
て
即
ち
皆
消
滅
す
。
其

れ
燈
明
と
は
聖
な
る
智
慧
是
れ
な
り
。
其
れ
愚
闇
と
は
諸
の

結
業
是
れ
な
り
。
迦
葉
、
臂
え
ば
種
の
空
中
に
在
り
て
能
く

生
長
す
る
こ
と
、
本
よ
り
已
来
是
の
処
り
有
る
こ
と
無
き
が

如
く
、
菩
薩
の
証
を
取
る
も
亦
復
是
の
如
く
、
佛
法
を
増
長

す
る
も
終
に
是
の
処
り
無
し
。
迦
葉
、
臂
え
ば
種
の
良
田
に

在
れ
ば
則
ち
能
く
生
長
す
る
が
如
く
、
是
の
如
く
迦
葉
、
菩

薩
も
亦
爾
り
。
諸
の
結
使
有
り
て
、
世
間
の
法
を
離
れ
、
能

、
、
、
℃
℃
、
、
、
、
、
、
Ｅ
、

く
佛
法
を
長
ず
。
迦
葉
、
臂
え
ば
高
原
の
陸
地
に
は
蓮
華
を

、
、
、
ｖ
℃
、
、
、
℃
、
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

生
ぜ
ず
。
菩
薩
も
亦
復
是
の
如
し
、
無
為
の
中
に
於
て
佛
法

、
、
℃
℃
、
、
、
、
、
Ｅ
℃
℃
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
生
ぜ
ず
。
迦
葉
、
醤
え
ば
卑
湿
の
派
泥
中
に
乃
ち
蓮
華
を

、
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
℃
、
、
、
、
、
、
℃
、
、
、

生
ず
る
が
如
し
。
菩
薩
も
亦
爾
り
。
生
死
の
瀕
泥
の
邪
定
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
ｂ
⑮

衆
生
が
、
能
く
佛
法
を
生
ず
。
．
…
：

と
い
わ
れ
て
い
る
。
以
上
述
べ
て
き
た
一
連
の
経
典
は
い
ず
れ
も

同
一
経
の
異
訳
で
あ
る
こ
と
が
一
見
し
て
わ
か
る
が
、
こ
の
宝
積

部
に
属
す
る
経
は
、
菩
薩
道
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
主

題
と
し
て
解
明
し
た
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
い
経
典
で
あ
る
。
翻
訳

の
仕
方
は
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
生
硬
さ
が
な
く
な
り
、
表
現
力

も
豊
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
大
乗
経
典

に
は
違
い
な
い
が
～
長
い
佛
教
の
歴
史
の
上
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
注
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目
さ
れ
な
か
っ
た
経
典
が
、
以
上
み
た
ご
と
く
佛
典
翻
訳
史
の
最

初
期
か
ら
、
し
か
も
そ
の
早
い
時
期
に
数
度
に
渡
っ
て
紹
介
さ
れ
、

そ
の
中
に
維
摩
経
と
ま
さ
し
く
帰
を
一
に
す
る
よ
う
な
蓮
華
の
臂

が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
驚
く
べ
き
事
実
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
訳
の
中
で
は
最
も
時
代
が
新
し
い
と
思
わ
れ
る
普
明
菩
薩
会
の

ご
と
き
は
、
鳩
摩
羅
什
の
活
躍
し
た
時
代
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ

く
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
「
高
原
陸
地
不
生
蓮
華

…
。
：
」
の
表
現
↑
又
そ
れ
に
関
連
し
て
空
中
に
種
を
植
え
て
も
生

ず
る
こ
と
は
な
く
、
焚
壌
の
地
に
ま
く
こ
と
に
こ
そ
そ
の
種
子
の

生
長
す
る
所
以
が
あ
る
と
い
う
譽
嶮
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ど
ち
ら

か
が
真
似
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
も
弁
明
の
仕
様
の

⑯

な
い
よ
う
な
酷
似
し
た
表
現
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
～

ま
こ
と
に
興
味
あ
る
事
実
と
し
て
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
な
げ
か
け

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
内
容
に
つ
い
て
み
て
も
、
こ
の
経

は
維
摩
経
ほ
ど
劇
的
な
構
成
を
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
逆
説
の
妙

味
も
そ
れ
ほ
ど
洗
練
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
菩
薩
の
あ
る
べ
き
理

想
像
を
画
く
点
に
お
い
て
は
既
に
大
乗
経
典
と
し
て
の
資
格
に
欠

け
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
す
ぐ
れ
た
思
想
内
容
を
胚
胎
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
維
摩
経
ほ
ど
洗
練
さ
れ
て
は
い
な
い
が
故

に
、
か
え
っ
て
こ
の
経
の
方
が
維
摩
経
の
前
駆
と
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ほ
と
ん
ど

か
く
て
大
乗
佛
教
が
説
き
示
そ
う
と
し
た
佛
陀
正
覚
の
内
容
は
、

あ
る
一
面
か
ら
い
え
ば
煩
悩
即
菩
提
・
生
死
即
浬
樂
の
語
で
表
わ

さ
れ
る
よ
う
な
相
即
の
世
界
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
が
↑
そ
れ
を

端
的
な
曹
嶮
を
以
っ
て
示
し
た
も
の
が
蓮
華
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。
清
白
な
る
純
潔
そ
の
も
の
と
し
て
、
い
み
じ
く
も

高
貴
な
清
浄
性
そ
の
も
の
で
あ
り
つ
つ
、
根
は
混
濁
濁
た
る
派
泥

を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
も
と
も
と
佛
教
を
象

徴
す
る
華
で
あ
っ
た
蓮
華
が
、
改
め
て
大
乗
を
標
傍
す
る
華
と
し

時
を
同
じ
く
し
て
、
一
部
分
に
も
せ
よ
全
く
近
似
し
た
内
容
を
も

つ
経
典
が
あ
り
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
経
典
と
な
っ
て
現
わ
れ
る

躍
動
し
て
止
ま
な
い
法
性
真
如
が
、
そ
の
活
動
力
を
ほ
と
ば
し
ら

せ
た
生
命
の
息
吹
き
を
感
ず
る
有
力
な
一
証
左
と
な
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
従
っ
て
維
摩
経
が
述
尋
へ
よ
う
と
す
る
相
即
の
論
理
も

以
上
の
よ
う
な
初
期
大
乗
経
典
に
み
ら
れ
る
豊
か
な
菩
薩
道
の
精

神
を
裏
付
け
し
た
全
く
溌
刺
と
し
た
叙
述
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
＄
維
摩
経
は

た
だ
維
摩
経
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
豊
か
な
大
乗
精
神
の
背

景
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

七
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て
再
認
識
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
清
浄
と
は
雑
染
を
捨
て
た
こ

と
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
内
に
包
ん
で
そ
れ
に
汚
さ
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
蓮
華
ほ
ど
巧
み
に
こ
の
真
の
意

味
の
清
浄
を
具
現
化
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て

そ
の
蓮
華
の
象
徴
す
る
世
界
は
、
ま
さ
し
く
吾
女
の
帰
す
べ
き
根

元
の
世
界
で
あ
り
、
到
達
す
ゞ
へ
き
無
上
の
境
界
で
あ
る
か
ら
、
佛

教
徒
が
そ
も
そ
も
の
始
め
か
ら
理
想
と
し
て
い
た
浬
渠
の
世
界
の

こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
の
浬
藥
が
蓮
華
で
表
わ
さ

れ
る
と
き
、
そ
れ
は
煩
悩
の
吹
き
消
さ
れ
た
寂
静
の
境
地
と
い
う

ば
か
り
で
な
く
、
動
乱
の
真
只
中
に
あ
り
つ
つ
し
か
も
静
寂
そ
の

も
の
で
あ
る
世
界
と
し
て
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
捨
て
さ
る
べ
き
何
も
の
も
な
く
、
一
切
が
佛
徳
を
讃
嘆
す

る
華
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
雑
華
厳
飾
と
し
て
、
道
端

の
一
本
の
雑
草
さ
え
も
が
佛
徳
を
た
た
え
て
止
ま
な
い
意
味
が
見

出
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
の
雑
草
で
は
な
く
し
て
、
名
も
な

く
し
て
し
か
も
無
限
の
意
味
を
内
含
す
る
蓮
華
そ
の
も
の
と
な
る

の
で
あ
る
。
一
切
が
泥
中
に
あ
っ
て
汲
泥
を
こ
え
た
蓮
華
そ
の
も

の
で
あ
る
世
界
こ
そ
、
佛
陀
の
悟
り
の
内
容
で
あ
る
蓮
華
蔵
世
界

海
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
維
摩
経

に
せ
よ
法
華
経
に
せ
よ
、
大
乗
佛
教
に
述
尋
へ
ら
れ
る
蓮
華
は
、
そ

れ
が
正
覚
の
華
と
し
て
智
慧
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、

華
厳
経
に
説
く
よ
う
な
広
大
に
し
て
辺
際
な
く
、
光
明
み
ち
あ
ふ

れ
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
吾
友
は
、
改
め
て

華
厳
経
が
述
、
へ
よ
う
と
し
て
い
る
浄
土
の
意
味
を
考
え
直
し
て
み

な
く
て
は
な
ら
な
い
・
華
厳
経
の
説
く
浄
土
が
ど
れ
ほ
ど
超
現
実

的
表
現
を
と
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
蓮
華
蔵
世
界
海
と
い
わ
れ
る
限

り
、
根
は
煩
悩
の
大
地
・
流
転
の
三
界
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い

こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
・

佛
陀
の
証
悟
は
三
界
を
こ
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
声

⑰

間
・
縁
覚
に
と
っ
て
は
如
聲
如
唖
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
三
界

の
中
に
あ
り
な
が
ら
三
界
を
こ
え
た
意
味
を
も
つ
が
故
に
、
水
に

あ
っ
て
水
に
著
し
な
い
蓮
華
で
た
と
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
三
界
の
外
に
悟
り
の
世
界
が
別
に
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
三
界
と
い
っ
て
も
唯
の
三
界
で
は
な
く
、
欲
望
に

悩
み
つ
つ
あ
る
苦
悩
の
三
界
で
あ
る
。
即
ち
華
厳
経
が
、
先
ず
最

初
に
釈
尊
菩
提
樹
下
の
悟
り
を
寂
滅
道
場
会
と
し
て
え
が
き
、
そ

の
後
の
叙
述
を
菩
提
樹
下
を
立
た
ず
し
て
普
光
法
堂
会
。
天
宮
の

四
会
へ
と
展
開
し
な
が
ら
、
天
と
い
っ
て
も
色
界
・
無
色
界
で
は

な
く
、
欲
界
の
う
ち
な
る
六
欲
天
を
離
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
愛
欲
を
根
と
す
る
蓮
華
の
蓮
華
た
る
所
以
が
の
ゞ
へ
ら
れ

て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
点
で
は
愛
欲
こ
そ
が
悟

り
の
世
界
な
の
で
あ
る
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
三
界
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が
た
だ
三
界
と
し
て
流
転
の
意
味
で
の
み
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ

れ
は
三
界
で
も
な
く
な
る
。
流
転
で
あ
り
つ
つ
流
転
を
こ
え
た
立

場
が
あ
っ
て
こ
そ
、
安
ん
じ
て
流
転
の
現
実
を
流
転
し
て
行
く
こ

と
の
で
き
る
世
界
が
開
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
流
転
を
厭
う
の
で

な
く
、
自
か
ら
す
す
ん
で
流
転
し
て
行
く
こ
と
の
で
き
る
立
場
で

あ
っ
て
は
じ
め
て
、
流
転
の
中
に
あ
り
つ
つ
流
転
を
こ
え
た
と
い

う
意
味
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
流
転
を
超
え
た
と
い
う
意

味
が
、
論
理
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
人
間
の
直
観
に
う
っ
た

え
ら
れ
て
表
現
さ
れ
た
と
き
、
あ
の
華
厳
経
の
蓮
華
蔵
世
界
海
と

し
て
の
浄
土
観
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の

蓮
華
蔵
世
界
海
が
、
静
止
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
躍

動
し
て
止
ま
な
い
展
開
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
真

実
の
道
を
求
め
て
限
り
な
く
師
を
訪
ね
る
善
財
童
子
に
よ
っ
て
象

徴
さ
れ
る
菩
薩
道
の
す
が
た
こ
そ
、
ま
さ
し
く
蓮
華
の
心
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
華
厳
経
が
、

一
切
衆
の
浄
宝
は
、
悉
く
光
明
の
雲
を
放
ち
、
十
方
諸
の
世

界
に
、
一
切
皆
充
満
す
。
一
切
の
苦
を
滅
除
し
、
無
上
道
を

安
立
す
。
妙
色
悉
く
普
く
、
一
切
の
世
界
海
を
照
ら
す
。
此

の
蓮
華
蔵
世
界
海
の
内
に
於
い
て
、
こ
の
微
塵
の
中
に
、

一
切
の
法
界
を
見
る
。
一
切
の
諸
佛
の
雲
、
宝
光
明
を
放
ち

て
照
ら
す
。
是
の
盧
舎
那
の
刹
に
は
、
無
量
の
自
在
有
り
。

一
切
の
衆
生
に
等
し
き
、
蓮
華
の
中
の
諸
佛
は
、
種
種
無
量

⑬

な
る
、
自
在
変
化
の
雲
を
興
し
た
ま
へ
り
。

と
述
尋
へ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
全
く
暗
さ
と
い
う
も
の
の
消
滅
し
た

光
明
赫
女
た
る
光
そ
の
も
の
の
世
界
が
現
出
し
て
い
る
こ
と
が
感

取
さ
れ
る
。
透
明
な
ま
で
に
明
る
い
、
の
び
の
び
し
た
何
も
の
に

も
陣
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
世
界
、
無
邪
気
な
遊
戯
そ
の
も
の
の

世
界
、
一
切
が
一
で
あ
り
、
一
が
一
切
で
あ
り
、
す
べ
て
が
佛
で

あ
り
、
す
蕊
へ
て
が
蓮
華
で
あ
る
。
目
の
く
ら
む
よ
う
な
全
く
の
自

由
で
あ
り
、
全
く
の
解
放
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
世
界
こ
そ
、
吾

女
の
真
に
帰
一
す
今
へ
き
浄
土
で
あ
り
、
目
覚
め
る
べ
き
法
界
で
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ｃ

訂①
例
え
ば
普
咄
経
巻
第
七
（
大
正
３
．
五
二
七
・
ｃ
）
「
深
奥
桔
州
、

曜
明
無
垢
、
吾
已
逮
是
、
甘
露
無
為
、
我
今
説
之
、
衆
人
不
解
、
如

吾
今
日
、
不
如
黙
然
：
：
：
」
と
あ
り
。

②
金
子
大
栄
先
生
「
華
厳
経
概
説
」
Ｐ
三
等
参
照
。

③
賢
首
大
師
法
蔵
は
探
玄
記
巻
第
一
（
大
正
弱
・
二
九
・
ｂ
）
に

お
い
て
、
事
事
無
磯
に
よ
り
て
教
体
を
明
す
中
に
．
即
是
一
切
、

謂
如
一
教
事
既
全
是
真
理
、
真
理
即
為
一
切
事
故
、
是
故
此
一
即
是

一
切
、
一
切
即
一
反
上
応
知
、
此
経
云
、
若
一
即
多
、
多
即
一
、
義

味
寂
滅
悉
平
等
、
」
と
い
う
。

④
華
厳
経
巻
第
二
十
五
、
十
地
品
（
大
正
９
．
五
六
三
・
ｂ
）

⑤
華
厳
経
巻
第
二
十
五
、
十
地
品
（
大
正
９
．
五
六
二
・
ｂ
）

戸 持
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⑥
十
地
経
論
巻
第
八
（
大
正
郡
．
一
六
八
・
ａ
ｌ
ｂ
）
「
不
住
道
行

勝
者
、
不
捨
衆
生
、
過
去
現
在
未
来
大
悲
摂
勝
故
、
一
切
所
知
法
中

智
浄
故
、
一
切
種
微
細
因
縁
集
観
故
、
不
住
世
間
浬
渠
故
、
如
経
復

以
大
悲
為
首
、
乃
至
観
世
間
生
滅
故
、
」

⑦
華
厳
経
に
の
ゞ
へ
ら
れ
る
相
即
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
当
然
法
蔵
を
噴
矢
と
す
る
華
厳
学
派
の
見
解
を
尋
ね
ね
ば
な
ら

な
い
。
又
そ
れ
に
関
連
し
て
生
死
即
浬
巣
・
煩
悩
即
菩
提
の
問
題
を

明
ら
か
に
す
る
場
合
に
も
、
諸
経
論
諸
註
釈
家
の
見
解
を
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
今
は
充
分
に
の
べ
る
い
と
ま
が
な
い
の
で
、
問
題

解
明
の
手
懸
り
に
な
る
二
・
三
の
例
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

華
厳
経
明
法
品
内
立
三
宝
章
巻
下
（
大
正
妬
・
六
二
六
・
ｂ
）
「
見

空
則
浬
梁
住
、
此
即
常
在
生
死
恒
住
浬
楽
也
・
：
…
」

摂
大
乗
論
巻
下
（
大
正
釧
・
一
二
九
・
ｂ
）
「
於
生
死
浬
藥
、
若

智
起
等
等
、
生
死
即
浬
築
、
二
無
此
彼
故
、
是
故
於
生
死
、
非
捨
非

非
捨
、
於
浬
梁
亦
爾
、
無
得
無
不
得
、
」

佛
性
論
巻
第
二
（
大
正
釦
．
七
九
七
・
Ｃ
）
「
是
故
此
人
具
行
生
死

浬
梁
平
等
之
道
、
住
無
住
処
、
雌
行
生
死
而
不
染
、
難
行
浬
藥
亦
非

浄
、
但
為
大
悲
故
、
不
捨
生
死
、
為
般
若
故
、
不
捨
浬
喋
、
…
…
」

摩
訶
止
観
巻
第
一
（
大
正
妬
．
六
・
ａ
）
「
煩
悩
即
是
菩
提
、
菩

提
即
是
煩
悩
、
。
…
・
・
生
死
即
浬
梁
、
一
色
一
香
皆
是
中
道
、
」

法
華
玄
義
巻
第
九
上
（
大
正
調
．
七
九
○
・
ａ
）
「
知
生
死
浬
樂

不
二
、
即
一
実
諦
、
非
枯
非
栄
住
大
浬
梁
也
、
…
：
観
生
死
即
浬
梁
、

治
報
障
也
、
観
煩
悩
即
菩
提
、
治
業
障
煩
悩
障
也
・
」

大
宝
積
経
巻
第
百
一
（
大
正
ｕ
・
五
六
六
・
ｃ
）
「
云
何
名
為
煩
悩

本
性
、
日
煩
悩
本
性
是
佛
界
本
性
、
世
尊
、
若
煩
悩
性
異
佛
境
界
、

則
不
説
佛
住
一
切
法
平
等
性
中
、
以
煩
悩
性
即
佛
界
性
故
、
説
如
来

住
平
等
性
。
」
等
。

⑧
真
宗
聖
教
全
書
二
、
宗
祖
部
ｐ
四
四

尚
、
親
鴬
と
共
に
鎌
倉
佛
教
の
双
壁
を
な
す
道
元
は
、
そ
の
主
著
「
正

法
眼
蔵
・
生
死
の
巻
」
（
岩
波
文
庫
本
、
下
、
ｐ
二
三
九
）
に
「
生

死
の
な
か
に
佛
あ
れ
ば
、
生
死
な
し
。
ま
た
い
は
く
、
生
死
の
な
か

に
佛
な
け
れ
ば
、
生
死
に
ま
ど
は
ず
。
：
．
：
。
も
し
人
、
生
死
の
ほ
か

に
ほ
と
け
を
も
と
む
れ
ば
、
な
が
え
を
き
た
に
し
て
越
に
む
か
ひ
、

お
も
て
を
み
な
み
に
し
て
北
斗
を
み
ん
と
す
る
が
ご
と
し
。
い
よ
い

よ
生
死
の
因
を
あ
つ
め
て
、
さ
ら
に
解
脱
の
み
ち
を
う
し
な
え
り
。

た
だ
生
死
す
な
は
ち
浬
葉
と
こ
こ
ろ
え
て
、
生
死
と
し
て
い
と
ふ
く

き
も
な
く
、
浬
藥
と
し
て
ね
が
ふ
ゞ
へ
き
も
な
し
。
こ
の
と
き
は
じ
め

て
、
生
死
を
は
な
る
る
分
あ
り
。
生
よ
り
死
に
う
つ
る
と
こ
こ
ろ
う

る
は
、
こ
れ
あ
や
ま
り
な
り
。
生
は
ひ
と
と
き
の
く
ら
ゐ
に
て
、
す

で
に
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
、
か
る
が
ゆ
ゑ
に
佛
法
の
な
か
に
は
、
生

す
な
は
ち
不
生
と
い
ふ
。
…
：
こ
の
生
死
は
す
な
は
ち
佛
の
御
い
の

ち
な
り
、
こ
れ
を
い
と
ひ
す
て
ん
と
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
佛
の
御
い

の
ち
を
う
し
な
ば
ん
と
す
る
な
り
。
こ
れ
に
と
ど
ま
り
て
、
生
死
に

著
す
れ
ば
、
こ
れ
も
佛
の
御
い
の
ち
を
う
し
な
ふ
な
り
。
佛
の
あ
り

さ
ま
を
と
ど
む
る
な
り
。
い
と
ふ
こ
と
な
く
、
し
た
ふ
こ
と
な
き
、

こ
の
と
き
は
じ
め
て
、
佛
の
こ
こ
ろ
に
い
る
。
た
だ
し
心
を
も
て
は

か
る
こ
と
な
か
れ
、
こ
と
ば
を
も
て
い
ふ
こ
と
な
か
れ
。
た
だ
わ
が

身
を
も
心
を
も
、
は
な
ち
わ
す
れ
て
、
佛
の
い
へ
に
な
げ
い
れ
て
、

佛
の
か
た
よ
り
お
こ
な
は
れ
て
、
こ
れ
に
し
た
が
ひ
も
て
ゆ
く
と
き
、

ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
、
こ
こ
ろ
を
も
つ
ひ
や
さ
ず
し
て
、
生
死
を
は

な
れ
佛
と
な
る
。
た
れ
の
人
か
、
こ
こ
ろ
に
と
ど
こ
ほ
る
べ
き
。
：

：
．
」
と
の
。
へ
て
、
相
即
の
論
理
を
み
ご
と
に
展
開
さ
せ
て
い
る
。
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⑨
真
宗
聖
教
全
書
二
、
宗
祖
部
ｐ
四
八
三

⑩
真
宗
聖
教
全
書
二
、
宗
祖
部
ｐ
五
七
五

親
鴬
は
こ
の
ほ
か
に
も
相
即
の
思
想
を
述
。
へ
て
い
る
。
次
に
和
讃
に

お
け
る
そ
れ
を
二
・
三
例
示
す
る
。

高
僧
和
讃
（
真
聖
全
二
、
宗
祖
部
Ｐ
五
○
五
）

「
本
願
円
順
一
乗
は
、
逆
悪
摂
す
と
信
知
し
て

煩
悩
菩
提
蝋
先
二
と
、
す
み
や
か
に
と
く
さ
と
ら
し
む
。
」

「
往
相
の
廻
向
と
と
く
こ
と
は
、
弥
陀
の
方
便
と
き
い
た
り

悲
願
の
信
行
え
し
む
れ
ば
、
生
死
す
な
わ
ち
浬
渠
な
り
。
」

正
像
末
和
讃
（
真
聖
全
二
、
宗
祖
部
Ｐ
五
一
九
）

「
弥
陀
の
智
願
海
水
に
、
他
力
の
信
心
い
り
ぬ
れ
ば

真
実
報
土
の
な
ら
ひ
に
て
、
煩
悩
菩
提
一
味
な
り
。
」

⑪
真
宗
聖
教
全
書
三
、
列
祖
部
ｐ
八
七

⑫
真
宗
聖
教
全
書
三
、
列
祖
部
Ｐ
一
二
三

⑬
真
宗
聖
教
全
書
三
、
列
祖
部
Ｐ
三
九
○

⑭
真
宗
聖
教
全
書
三
、
列
祖
部
ｐ
五
○
二

⑮
柏
原
祐
義
師
「
真
宗
通
解
全
書
Ｉ
」
ｐ
三
四
九
参
照
。

⑯
一
念
喜
愛
心
に
つ
い
て
は
大
宝
積
経
巻
十
八
如
来
会
（
大
正
ｎ
．

一
○
○
・
ｃ
）
に
、

「
阿
逸
多
、
汝
観
彼
諸
菩
薩
摩
訶
薩
、
善
獲
利
益
、
若
有
聞
彼
佛
名
、

能
発
一
念
喜
愛
之
心
、
当
狸
如
上
所
説
功
徳
、
心
無
下
劣
亦
不
貢
高
、

成
就
善
根
悉
皆
増
上
・
」
と
あ
る
。

⑰
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
註
巻
下
（
大
正
蛆
。
八
三
六
・
ｃ
）

⑬
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
註
巻
下
（
大
正
如
・
八
四
三
・
Ｃ
）

⑲
六
十
華
厳
、
巻
第
五
、
明
難
品
（
大
正
９
．
四
二
九
・
ｂ
）
、
尚
、
同

一
箇
処
の
異
訳
、
八
十
華
厳
、
巻
第
十
三
、
問
明
品
（
大
正
皿
・
六

八
・
ｃ
）
に
は
、
「
諸
佛
世
尊
、
唯
以
一
道
、
而
得
出
離
」
と
あ
る
。

⑳
道
元
、
正
法
眼
蔵
・
生
死
の
巻
（
岩
波
文
庫
本
下
ｐ
二
三
九
）

、
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
註
巻
下
（
大
正
如
・
八
四
一
。
ａ
）

⑳
巻
上
、
弟
子
品
第
三
（
大
正
哩
・
五
三
九
・
ｃ
）

⑳
久
松
真
一
博
士
「
維
摩
七
則
」
ｐ
幻
ｌ
翠
取
意
。

⑳
論
註
に
の
‘
へ
ら
れ
る
不
二
法
門
（
註
⑮
）
の
説
が
維
摩
経
巻
中
、

入
不
二
法
門
品
第
九
（
大
正
型
・
五
五
一
・
ａ
）
「
善
意
菩
薩
日
、

生
死
浬
渠
為
二
、
若
見
生
死
性
、
則
無
生
死
、
無
縛
無
解
、
不
生
不

滅
、
如
是
解
者
、
是
為
入
不
二
法
門
、
」
に
よ
る
こ
と
は
一
見
し
て

明
ら
か
で
あ
る
。

＠
巻
中
、
佛
道
品
第
八
、
（
大
正
皿
．
五
四
九
・
ｂ
）

⑳
維
摩
経
に
お
い
て
維
摩
の
自
覚
の
上
に
み
い
だ
さ
れ
る
あ
の
お
お

ら
か
さ
は
、
煩
悩
を
煩
悩
と
は
認
め
な
い
、
煩
悩
に
動
ぜ
ざ
る
全
き

主
体
性
の
確
立
し
た
、
煩
悩
を
楽
し
む
境
地
の
落
着
き
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
親
鴬
の
場
合
に
は
、
人
間
の
実
相
と
し

て
、
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
に
直
面
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ

避
け
よ
う
と
し
て
足
掻
き
も
が
く
凡
夫
の
自
性
の
深
さ
に
嘆
く
一
面

が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
両
者
と
も
に
同
じ
境
地
を
開
き

な
が
ら
、
人
間
に
立
つ
と
、
法
に
立
つ
と
の
違
い
に
よ
っ
て
そ
の
表
現

か
ら
受
け
る
感
じ
に
は
幾
分
の
相
違
が
み
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑳
例
え
ば
、
佛
国
品
、
「
若
菩
薩
欲
得
浄
土
、
当
浄
其
心
、
随
其
心

浄
、
則
佛
土
浄
、
」
等
。

⑳
織
田
得
能
編
、
佛
教
大
辞
典
ｐ
一
八
一
二
。

⑳
中
阿
含
経
巻
第
二
十
三
、
青
白
蓮
華
経
（
大
正
１
．
五
七
五
・
ａ
）

「
猶
如
青
蓮
華
紅
赤
白
蓮
花
、
水
生
水
長
、
出
水
上
不
著
水
、
如
是

如
来
世
間
生
世
間
長
、
出
世
間
行
不
著
世
間
法
、
」
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同
、
巻
第
二
十
九
、
龍
象
経
（
大
正
１
．
六
○
八
・
Ｃ
）
「
猶
如
白
蓮

花
、
水
生
水
長
養
、
泥
水
不
能
著
、
妙
香
愛
楽
色
、
如
是
最
上
覚
、

世
生
行
世
間
、
不
為
欲
所
染
、
如
華
水
不
著
、
」

⑳
道
門
品
第
四
、
（
大
正
且
・
四
五
二
・
ｂ
）
「
文
殊
告
日
、
人
心
本

浄
、
縦
処
微
濁
則
無
暇
疵
、
猶
如
日
明
不
与
冥
合
、
亦
如
蓮
花
不
為

泥
塵
之
所
沽
汚
、
」

④
佛
説
遺
日
摩
尼
宝
経
（
大
正
蚫
・
一
九
一
。
ｂ
）

支
謙
訳
維
摩
詰
経
巻
下
、
如
来
種
品
（
大
正
皿
．
五
二
九
・
ｃ
）
「
夫

虚
無
無
数
不
能
出
現
住
発
無
上
正
真
道
意
、
在
塵
労
事
未
見
諦
者
、

乃
能
発
斯
大
道
意
耳
、
警
如
族
姓
子
、
高
原
陸
士
不
生
青
蓮
芙
蓉
新

華
、
卑
湿
汚
田
乃
生
此
華
、
如
是
不
従
虚
無
無
数
出
生
佛
法
、
塵
労

之
中
乃
得
衆
生
而
起
道
意
、
以
有
道
意
則
生
佛
法
、
従
自
見
身
積
若

須
弥
乃
能
兼
見
而
起
道
意
故
生
佛
法
、
依
如
是
要
、
可
知
一
切
塵
労

之
暗
為
如
来
種
、
又
臂
如
人
不
下
巨
海
、
能
挙
夜
光
宝
耶
、
如
是
不

入
座
労
事
者
、
豈
其
能
発
一
切
智
意
、
」

②
佛
説
摩
訶
術
宝
厳
経
（
大
正
哩
・
一
九
六
。
ｃ
）

⑳
失
訳
、
附
秦
録
、
勤
同
編
入
（
麗
本
）

是
旧
宝
積
経
一
巻
、
失
訳
、
今
勘
梵
本
編
入
（
聖
本
）
と
あ
り
。

⑭
闇
と
然
燈
の
警
嚥
に
つ
い
て
は
、
此
警
の
前
文
は
左
の
如
く
で
あ

る
。
「
警
如
然
燈
一
切
黒
閻
皆
自
無
有
、
…
…
而
此
燈
明
無
有
是
念
、

我
能
滅
闇
、
但
因
燈
明
法
自
無
闇
、
明
間
倶
空
無
作
無
取
、
如
是
迦

葉
、
実
智
慧
生
無
智
便
減
、
智
与
無
智
二
相
倶
空
無
作
無
取
、
迦
葉
、

臂
如
千
歳
冥
室
未
曾
見
明
、
若
然
燈
明
時
、
於
意
云
何
、
闇
寧
有
念

我
久
住
此
不
欲
去
耶
、
不
也
世
尊
、
若
然
燈
．
：
：
．
‐
一

浄
土
論
註
巻
上
（
大
正
如
・
八
三
四
・
ｂ
Ｉ
Ｃ
、
真
聖
全
目
三
一

○
）
に
は
、
有
名
な
千
歳
の
闇
室
の
唇
噛
が
あ
っ
て
、
「
醤
如
千
歳

闇
室
光
若
暫
至
便
明
朗
、
闇
豈
得
言
在
室
千
歳
而
不
去
耶
」
と
い
わ

れ
る
。
論
註
の
注
釈
で
は
、
こ
の
譽
喘
は
大
集
経
巻
一
（
大
正
昭
・
四
・

Ｃ
）
「
響
如
一
処
百
年
開
室
一
燈
能
破
、
汝
等
亦
爾
、
無
量
世
中
無
明

黒
闇
、
今
日
能
破
如
日
月
宝
光
」
等
（
如
来
秘
密
蔵
経
巻
下
、
大
正

Ⅳ
．
八
四
五
・
ａ
）
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
が
、
宝
積
経
に
も
よ
っ
た

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
曇
鴬
が
「
高
原
陸
地
：
…
・
」
の
文
を

引
用
し
て
「
経
日
」
と
い
う
場
合
（
註
⑳
一
）
に
も
、
維
摩
経
ば
か
り

で
な
く
宝
積
経
を
も
意
味
し
て
い
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

⑮
大
宝
積
経
巻
第
百
十
二
（
大
正
ｎ
．
六
三
四
・
ｂ
）

⑳
維
摩
経
、
「
臂
如
高
原
陸
地
不
生
蓮
華
卑
湿
鯲
泥
乃
生
此
華
、
如

是
見
無
為
法
入
正
位
者
、
終
不
復
能
生
於
佛
法
、
煩
悩
泥
中
乃
有
衆

生
起
佛
法
耳
。
」
（
大
正
皿
・
五
四
九
・
ｂ
）

宝
積
経
、
「
瞥
如
高
原
陸
地
不
生
蓮
花
、
菩
薩
亦
復
如
是
、
於
無
為

中
不
生
俳
法
、
迦
葉
、
臂
如
卑
湿
塀
泥
中
乃
生
蓮
華
、
菩
薩
亦
爾
、

生
死
鯲
泥
邪
定
衆
生
能
生
佛
法
。
」
（
大
正
Ⅱ
・
六
三
四
・
ｂ
）

維
摩
経
と
古
宝
積
経
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
紙
数
の
都
合
で
充
分

に
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
別
に
稿
を
改
め
て
考
証
す
る
つ

も
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
空
中
に
種
を
植
え
る
臂
職
に
つ
い
て
は
、

宝
積
経
の
三
本
と
羅
什
訳
維
摩
経
に
は
み
え
る
が
、
支
謙
訳
維
摩
経

（
註
④
）
に
は
な
い
。

⑰
巻
第
四
十
四
、
入
法
界
品
（
大
正
９
．
六
七
九
・
ｂ
ｌ
ｃ
）
「
舎
利
邦
、

目
健
連
：
．
…
如
是
等
諸
大
声
間
、
在
祇
疸
林
、
而
悉
不
見
如
来
自
在
、

如
来
荘
厳
…
．
：
清
浄
佛
刹
、
如
是
等
事
皆
悉
不
見
、
亦
復
不
見
不
可

思
議
菩
薩
大
会
、
．
：
…
是
諸
功
徳
、
不
与
声
聞
辞
支
佛
共
、
以
是
因

縁
、
諸
大
弟
子
、
不
見
不
聞
、
不
入
不
知
、
不
覚
不
念
、
不
能
遍
観
、

亦
不
生
意
、
何
以
故
、
此
是
菩
薩
智
言
境
界
、
非
諸
声
聞
智
慧
境
界
、
」

⑬
巻
第
三
、
慮
舎
那
佛
品
（
大
正
９
．
四
一
二
・
Ｃ
）
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