
真

仏

弟

子

凡
そ
、
経
典
は
仏
弟
子
に
よ
っ
て
の
み
聞
か
れ
る
聖
典
で
あ
っ 

て
、
決
し
て
単
な
る
学
解
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ 

の
こ
と
は
、
常
に
仏
教
の
論
釈
が
帰
敬
序
を
お
い
て
述
べ
ら
れ
て 

来
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
仏
教
に
帰 

敬
す
る
精
神
、
そ
れ
の
み
が
仏
教
を
学
ぶ
者
の
唯
一
の
心
根
で
あ 

る
。
従
っ
て
仏
教
は
仏
弟
子
の
実
践
道
と
し
て
伝
統
さ
れ
て
来
た 

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
現
し
て
い
る
も
の
が
、
教 

行
証
の
三
法
で
あ
ろ
う
。
即
ち
我
々
の
如
何
な
る
実
践
に
も
学
問 

に
も
先
立
っ
て
教
が
仰
が
れ
る
。
我
々
の
課
題
は
教
の
行
証
道
と 

し
て
、
自
ら
の
人
生
を
そ
こ
に
発
見
す
る
こ
と
に
尽
き
る
。
以
上 

の
如
き
こ
と
は
、
帰
敬
序
を
お
き
教
行
証
の
三
法
を
以
て
現
わ
さ

広 

瀬 

杲

れ
る
限
り
、
事
新
し
く
述
べ
る
必
要
の
な
い
こ
と
で
あ
る
に
違
い 

な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
は
純
正
浄
土
教
の
祖
師
方
の
論 

釈
を
拝
読
す
る
と
き
、
そ
こ
に
仏
教
の
伝
統
そ
の
も
の
の
う
ち
に 

仏
弟
子
の
精
神
の
純
不
純
を
問
い
、
仏
教
領
受
の
態
度
を
厳
正
に 

批
判
す
る
声
を
聞
く
。
そ
れ
は
常
に
法
滅
の
悲
歎
を
背
負
う
て
、
 

興
法
利
生
の
真
実
な
る
願
い
に
う
な
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と 

を
知
ら
し
め
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
当
然
で
あ
る
べ
き
仏
教
の
伝
統 

の
う
ち
に
、
常
に
今
の
課
題
と
し
て
、
自
他
共
に
問
わ
ね
ば
な
ら 

な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
を
思
わ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は 

仏
教
の
伝
統
に
お
け
る
、
宗
教
性
の
回
復
と
い
う
て
よ
い
で
あ
ろ 

う
。
宗
教
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
と
も
か
く
、
そ
れ
の
指
示
し
て 

い
る
事
実
は
、
宗
と
す
る
教
で
あ
り
、
従
っ
て
教
を
宗
と
す
る
道 

で
あ
る
。
即
ち
教
に
自
ら
の
全
て
を
帰
托
し
切
っ
て
、
安
ん
じ
て 

生
死
す
る
人
生
に
外
な
ら
な
い
。
他
の
一
切
の
人
生
態
度
と
も
え
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ら
ぶ
宗
教
的
人
生
の
あ
り
方
は
礼
拝
恭
敬
す
る
す
が
た
に
あ
る
。 

そ
の
こ
と
は
既
に
、

「仏
を
法
王
と
な
し
菩
薩
を
法
将
と
な
す
。
尊
ぶ
所
、
重
ず
る 

所
は
唯
だ
仏
世
尊
な
り
。
是
の
故
に
応
に
常
に
念
仏
す
べ
し
。 

復
た
次
に
常
に
念
仏
す
れ
ば
種
々
の
功
徳
と
利
と
を
得
る
こ
と 

譬
え
ば
大
臣
の
特
に
恩
寵
を
蒙
り
て
常
に
其
の
主
を
念
ず
る
が 

如
し
。
菩
薩
も
亦
た
是
の
如
し
、
種
々
の
功
徳
無
量
の
智
慧
は 

皆
な
仏
よ
り
得
る
こ
と
を
知
る
〇
恩
の
重
き
こ
と
を
知
る
が
故 

に
常
に
念
仏
す
」(

大
智
度
論
巻
七) 

と
述
べ
る
竜
樹
菩
薩
の
言
葉
の
な
か
に
も
窺
わ
れ
る
が
、
更
に
近 

く
は
天
親
菩
薩
が
『浄
土
論
』
に
お
い
て
、
五
念
門
の
第
一
に
礼 

拝
門
を
お
く
と
こ
ろ
に' 

極
め
て
明
ら
か
に
知
ら
れ
る
。
そ
れ
故 

に
ま
た
宗
教
の
純
不
純
は
、
そ
の
礼
拝
の
精
神
の
純
不
純
に
よ
り 

決
定
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
然
ら
ば
純
粋
な
る
宗
教
と
は
何 

か
卩
そ
れ
は
必
ず
人
生
を
し
て
自
我
否
定
道
た
ら
し
め
る
も
の
で 

あ
る
。
教
は
人
生
を
如
実
に
照
す
鏡
で
あ
り
、
自
我
の
如
何
な
る 

欲
求
に
対
し
て
も
、

一
点
の
妥
協
も
な
く
厳
し
い
。
純
正
浄
土
教 

の
祖
師
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
専
修
専
心
の
道
に
、
純
一
無 

雑
の
宗
教
の
意
義
を
領
受
し
て
、
そ
こ
に
身
を
投
じ
て
い
か
れ
た 

の
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
点
に
あ
る
。
本
来
、
真
に
教
を
聞
こ
う
と 

願
う
も
の
は
常
に
内
か
ら
湧
い
て
く
る
自
我
の
欲
求
の
限
り
な
さ

に
悩
み
、
そ
こ
に
苦
悩
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
自
分
自
身
を
い
た 

む
心
が
深
い
。
そ
の
心
は
如
何
に
僅
か
で
あ
っ
て
も
、
自
我
欲
求 

へ
の
妥
協
が
窺
わ
れ
る
限
り
、
そ
れ
を
宗
と
す
る
こ
と
を
自
ら
拒 

む
。
そ
れ
は
内
な
る
願
い
が
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た 

ひ
た
す
ら
な
心
は
、
や
が
て
曇
鸞
大
師
が
『浄
土
論
』
の
五
念
門 

を
解
す
る
に
、
帰
命
を
以
て
礼
拝
門
に
配
釈
し' 

そ
の
意
義
を
、
 

「
帰
命
は
即
ち
是
れ
礼
拝
な
り
。
然
れ
ど
も
礼
拝
は
但
だ
是
れ 

恭
敬
に
し
て
必
ず
し
も
帰
命
に
あ
ら
ず
。
帰
命
は
必
ず
是
れ
礼 

拝
な
り
」(
浄
土
論
註
上)

と
述
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
礼

拝
(

宗
教)

の
心
の
う
ち
に
潜
む
自 

我
肯
定
の
疑
心
を
否
定
し
て
、
純
な
る
礼
拝
の
成
立
を
帰
命
の
ー 

心
に
求
め
た
と
こ
ろ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
教 

を
自
我
欲
求
の
手
段
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
途
に
教
を 

宗
と
す
る
道
で
あ
る
。
曇
鸞
大
師
は
こ
の
素
純
な
仏
弟
子
の
心
を 

既

に

『
願
生
偈
』
の
冠
頭
に
「
世
尊
」
と
仰
告
さ
れ
た
論
主
の
ー 

語
の
う
ち
に
発
見
し
、

「
此
の
言
は
釈
迦
に
帰
し
た
て
ま
つ
る
な
り
。
若
し
此
の
意
を 

謂
う
に
遍
く
諸
仏
に
告
ぐ
る
こ
と
亦
た
嫌
う
こ
と
無
け
ん
。
夫 

れ
菩
薩
の
仏
に
帰
す
る
は
、
孝
子
の
父
母
に
帰
し
忠
臣
の
君
后 

に
帰
し
て
動
静
己
れ
に
非
ず
、
出
没
必
ず
恩
を
知
っ
て
徳
を
報 

ず
る
に
由
る
が
如
し
、
理
宜
し
く
先
ず
啓
す
べ
し
。
又
た
所
願
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軽
か
ら
ず
若
し
如
来
威
神
を
加
え
た
ま
わ
ず
ば
、
将
に
何
を
以 

て
か
達
せ
ん
と
す
る
。
所
以
に
仰
で
告
ぐ
る
な
り
」(

同) 

と
記
述
さ
れ
た
。
こ
の
弟
子
の
心
、
そ
れ
の
み
が
教
を
常
に
今
の 

教
と
し
て
、
わ
が
身
に
聞
く
道
を
開
く
の
で
あ
り
、
本
来
、
教
行 

証
の
三
法
は
か
か
る
仏
弟
子
に
お
け
る
実
践
道
と
し
て
の
意
義
を 

端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

二

然
し
、
仏
教
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
素
純
な
心
に
よ
っ
て
の 

み
伝
統
さ
れ
た
と
い
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
 

「
大
覚
吐
尊
一
代
の
教
は
大
小
殊
な
り
と
雖
も
教
理
行
果
を
出 

で
ず
。
教
に
因
り
て
理
を
顕
し
、
理
に
依
っ
て
行
を
起
し
、
行 

に
由
て
果
を
克
す
、
四
法
之
を
収
む
鮮
に
し
て
尽
さ
ざ
る
こ
と 

な
し
」(

阿
弥
陀
経
義
疏)

と
い
う
霊
芝
元
照
律
師
の
言
葉
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
教
行
証
の 

三
法
に
尺
さ
れ
て
あ
る
べ
き
仏
教
が
、
久
し
く
教
理
行
果
の
四
法 

を
以
て
伝
統
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
に
、
既
に
そ
れ
を
窺
い
知
る
こ 

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
い
ま
は
そ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
説
す
る 

い
と
ま
が
な
い
の
で
、
他
日
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
す
る
が
、
少
く
と 

も
教
と
行
証
と
の
間
に
理
が
介
入
さ
れ
る
限
り
、
教
と
行
証
と
は

相
対
的
に
な
り
、
曇
蠻
大
師
が
た
く
み
な
譬
喩
を
以
て
語
る
よ
う 

な
絶
対
相
応
の
関
係
は
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
勿

論

「
理
は 

即
ち
教
の
体
な
り
」(
前
同)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、

教
と 

理
と
は
、
別
な
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

一
度
我
々
が
「
教
に
因
り
て
理
を
顕
す
」 

と
い
う
た
限
り
、
既
に
教
は
行
証
者
か
ら
離
れ
る
。
従
っ
て
そ
こ 

に
は
当
然
そ
の
理
に
対
す
る
解
と
い
う
も
の
が
行
証
者
自
ら
に
要 

求
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
教
の
理
を
如
何
に
信
解
す
る
か
、
そ
れ 

は
行
に
先
立
つ
課
題
と
な
り
、
そ
の
信
解
の
如
何
に
よ
り
行
が
証 

果
へ
の
道
と
な
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

即
ち
こ
こ
に
教
行
証
の
実
践
道
は
教
信(
解)

行
証
と
い
う
、
理
解 

を
介
す
る
道
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
教
の
体
で
あ
る
如
き 

理
は
絶
対
普
遍
の
理
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
れ
が
如
何
に
普
遍
の
理 

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
解
は
行
証
者
の
個
別
性
に 

依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
解
の
真
実
性
を
証
明
す
る
も
の 

は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
教
の
体
で
あ
る
如
き
理
に
対
す
る
信
解 

の
真
実
性
を
証
明
し
得
る
人
は
、
教
を
説
け
る
人
、
即
ち
大
覚
世 

尊
以
外
に
は
ま
し
ま
さ
ぬ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
こ 

に
自
ら
の
信
解
し
た
理
の
真
実
性
を
理
念
的
に
論
証
し
た
と
し
て 

も
、
本
来
、
実
践
道
で
あ
る
仏
教
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
行
証
の 

道
を
開
く
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
こ
に
理
念
と
実
践
と
の
一
つ
に
な
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り
得
ぬ
不
安
を
払
去
し
切
る
こ
と
の
出
来
ぬ
、
仏
教
徒
の
自
家
撞 

着
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
仏
を
除
き
て
已
還
は
智
行
未
だ
満
た
ず
、
其
の
学
地
に
在
り 

て
正
習
二
障
有
り
て
未
だ
除
こ
ら
ざ
る
に
由
り
て
果
願
未
だ
円 

か
な
ら
ず
。
此
れ
等
の
凡
聖
は
縦
使
い
諸
仏
の
教
意
を
測
量
す 

れ
ど
も
未
だ
決
了
す
る
こ
と
能
は
ず
し
平
章
有
り
と
雖
も
要
ず 

仏
証
を
請
い
て
定
と
な
す
べ
き
也
。
若
し
仏
意
に
称
え
ば
即
ち 

印
可
し
て
如
是
如
是
と
言
う
。
若
し
仏
意
に
可
は
ざ
れ
ば
即
ち 

汝
等
が
所
説
是
の
義
不
如
是
な
り
と
言
う
。
印
せ
ざ
れ
ば
即
ち 

無
記
無
利
無
益
の
語
に
同
じ
。
仏
の
印
可
し
た
ま
え
ば
即
ち
仏 

の
正
教
に
随
順
す
」(
散
善
義)

と
善
導
大
師
に
よ
り
道
破
せ
ら
れ
た
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
が 

て
、
教
行
証
の
三
法
の
具
欠
が
問
わ
れ
る
正
像
末
の
三
時
と
い
う 

仏
教
の
歴
史
観
と
な
っ
て
、
あ
ら
わ
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と 

な
っ
た
の
で
あ
る
。

然

し

「
経
は
常
な
り
」(
浄
土
論
註)

と
い
わ
れ
る
如
く
、
仏
教 

は
永
遠
常
住
な
る
法
を
開
顕
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
具
体
的 

に
は
、

「
若
し
衆
生
有
り
て
是
の
経
典
を
聞
か
ば
、
億
百
千
劫
に
も
悪 

道
に
堕
せ
ず
。
何
を
以
て
の
故
に
と
な
ら
ば
、
是
の
妙
経
典
の 

流
布
せ
ら
れ
る
処
は
、
当
に
知
る
べ
し
其
の
地
即
ち
是
れ
金
剛

な
り
。
是
の
中
の
諸
人
も
亦
た
金
剛
の
如
し
。
故
に
知
ん
ぬ
経 

を
聞
き
て
信
を
生
ず
れ
ば
皆
な
不
可
思
議
の
利
益
を
獲
る
也
」 

(
安
楽
集
上)

と
語
ら
れ
て
い
る
如
く
、
時
と
処
と
人
と
を
選
ば
ず
常
に
万
人
が 

平
等
に
利
益
証
果
を
得
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

に
も
拘
ら
ず
何
故
に
正
法
時
に
の
み
教
行
証
の
三
法
が
具
備
し 

て
、
末
法
時
に
至
る
と
教
の
み
あ
っ
て
行
証
な
し
と
い
う
事
実
が 

起
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
本
来
、
教
の
み
あ
っ
て
行
証
な
し
と 

い
う
こ
と
は
、
最
早
や
教
が
教
と
し
て
の
働
き
を
失
っ
た
こ
と
で 

あ
る
。
行
証
な
く
し
て
な
お
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
教
は
、
た
だ
人 

間
の
思
弁
の
対
象
と
な
る
ー
古
典
の
書
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た 

現
実
の
な
か
に
あ
っ
て
、
な

お

「
経
は
常
な
り
」
と
い
お
う
と
す 

る
限
り
、
単
な
る
教
条
主
義
的
な
独
善
論
に
堕
す
る
ば
か
り
で
あ 

ろ
う3然

ら
ば
、

「
経
は
常
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
真
に
誤
り
な
き
も 

の
な
ら
ば
、
何
故
に
末
法
時
に
到
っ
て
経
道
滅
尽
と
い
う
現
実
が 

起
っ
た
の
か
。
こ
の
問
は
仏
教
を
伝
統
し
て
来
た
仏
教
徒
の
態
度 

そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
致
命
的
な
欠
陥
を
指
摘
す
る
問
い
で
あ
ろ 

う
。
そ
れ
は
や
が
て
曇
鸞
大
師
の
精
神
に
触
れ
た
道
綽
禅
師
に
よ 

っ
て
発
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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三

思
う
に
、
中
国
仏
教
の
死
活
を
決
す
る
と
云
わ
れ
た
、
北
周
武 

帝
の
苛
酷
な
仏
教
弾
圧
の
唯
中
に
あ
っ
て
、
十
四
歳
と
い
う
年
齢 

で
出
家
し
た
道
綽
禅
師
の
心
情
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

そ
の
史
実
的
な
考
察
は
と
も
か
く
『
安
楽
集
』
上
下
ニ
巻
の
底
を 

一
貫
し
て
い
る
悲
痛
な
時
代
意
識
を
以
て
、
そ
れ
を
推
察
す
る
こ 

と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
ひ
た
す
ら
な
興
法 

利
生
の
志
願
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
僧
達
が
還
俗
す
る 

こ
と
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
、
た
だ
清
廉
な
出
家
者
は
そ
れ
に
抗
す 

る
に
死
を
以
て
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
難
の
唯
中
に
あ
っ 

て
、
若
き
道
綽
の
胸
を
打
っ
た
も
の
は
、
無
告
の
民
衆
の
祈
念
で 

は
な
か
っ
た
か
。
南
北
朝
の
久
し
い
戦
乱
の
な
か
を
生
き
ね
ば
な 

ら
ぬ
大
衆
に
と
っ
て
は
、
政
権
が
い
ず
れ
の
国
王
の
手
中
に
入
ろ 

う
と
、
苦
悩
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
無
告
の 

大
衆
の
苦
悩
を
救
う
道
は
、
苦
の
諦
観
を
以
て
説
か
れ
た
仏
陀
の 

教
法
以
外
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
仏
教
が
世
俗
の
権
力
の
前
に
若 

し
滅
び
去
っ
た
な
ら
ば
民
衆
の
救
い
は
絶
無
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

我
々
は
道
綽
禅
師
の
出
家
の
動
機
と
し
て
、
こ
う
し
た
至
情
を
思 

う
の
で
あ
る
。

然
し
、
仏
教
は
世
俗
の
権
力
の
前
に
亡
び
去
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
そ
の
弾
圧
を
機
と
し
て
、
中
国
仏
教
は
独
立
し
た
と 

い
わ
れ
る
。
各
宗
の
祖
師
学
僧
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
教
相
判 

釈
を
立
て
て
一
宗
の
独
立
を
明
ら
か
に
し
、
こ
こ
に
真
の
仏
教
あ 

り
と
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
う
し
た
聖
道
仏
教
の
黄
金 

時
代
を
眼
前
に
し
て
、
道
綽
禅
師
は
、

「
問
う
て
日
く
、

一
切
衆
生
は
皆
な
仏
性
有
り
、
遠
劫
よ
り
以 

来
応
に
多
仏
に
値
う
べ
し
。
何
に
因
て
か
今
に
至
る
ま
で
、
仍 

し
自
ら
生
死
に
輪
廻
し
て
火
宅
を
出
で
ざ
る
や
。
答
え
て
日
く 

大
乗
の
聖
教
に
依
る
に
良
に
二
種
の
勝
法
を
得
て
、
以
て
生
死 

を
排
せ
ざ
る
に
由
る
、
是
を
以
て
火
宅
を
出
で
ず
。

一
に
は
謂 

く
聖
道
、
二
に
は
謂
く
往
生
浄
土
な
り
。
其
の
聖
道
の
一
種
は 

今
の
時
証
し
難
し.'' 

ー
に
は
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
に
由 

る
。
二
に
は
理
深
く
解
微
な
る
に
由
る
。
是
の
故
に
大
集
月
蔵 

経
に
云
く
、
我
が
亠
木
法
時
の
億
々
の
衆
生
は
行
を
起
し
道
を
修 

す
れ
ど
も
、
未
だ
一
人
も
得
る
者
有
ら
ず
。
当
今
は
末
法
、
現 

に
是
れ
五
濁
悪
世
荻
り
。
唯
だ
浄
土
の
一
門
の
み
有
り
て
通
入 

す
べ
き
路
な
り
」(

安
楽
集)

と
云
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
聖
道
仏
教 

の
全
盛
峙
代
に
「
聖
道
の
一
種
は
今
の
時
証
し
難
し
」
と
、
経
文 

を
証
と
し
て
ま
で
し
て
云
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
は
一
体
何 

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
今
こ
そ
仏
教
は
民
衆
に
と
っ
て
無
縁
の
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も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
民
衆
の
精
神
の
帰
依
処 

で
あ
る
仏
教
は
、
世
俗
の
権
力
に
よ
る
苛
酷
な
迫
害
の
な
か
に
も 

滅
び
な
か
っ
た
。
然
し
、
そ
れ
を
機
縁
と
し
て
聖
道
仏
教
の
黄
金 

時
代
が
誕
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
却
っ
て
民
衆
が
縁
を
結
ぶ
道
を 

絶
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
理
と
し
て
は
永
遠
普
遍
の
法
が
明 

ら
か
に
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
程
、
そ
の
実
践
に
あ
っ
て
は
「
未
だ
ー 

人
も
得
る
者
有
ら
」
ざ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
教
界 

の
現
実
を
直
視
す
る
時
、
道
綽
禅
師
の
胸
中
に
明
ら
か
に
な
っ
た 

問
い
こ
そ
、
何
故
に
末
法
時
に
あ
っ
て
は
、
経
道
は
滅
尺
す
る
こ 

と
と
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
り
、
そ
の
問
い
に
よ
っ
て 

そ
う
し
た
現
実
の
生
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た
必
然
的
な
理
由
が
明 

確
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
聖
道
仏
教
へ
の
問
い
は
、
 

決
し
て
道
綽
禅
師
の
私
的
な
問
い
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仏
教
の
真 

実
性
に
対
す
る
、
時
代
民
衆
の
無
言
の
審
判
を
代
弁
す
る
も
の
と 

い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

四

教
の
永
遠
性
と
普
遍
性
と
は
、
常
に
今
と
い
う
事
実
に
於
て
証 

明
さ
れ
な
い
限
り
「
無
記
無
利
無
益
の
語
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か 

も
そ
れ
は
、
万
人
の
前
に
広
開
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
即
ち
教
行
証
の
三
法
が
常
に
今
具
わ
る
も
の
で
な
く
て
は
な 

ら
な
い
。
道
綽
禅
師
は
そ
の
「
当
今:

：;

現
に
是
れ
」
と
い
う
現 

実
に
立
っ
て
、
全
盛
を
誇
ろ
う
と
す
る
仏
教
界
を
凝
視
し
て
、
そ 

こ

に

「
今
の
時
証
し
難
き
」
必
然
的
理
由
を
は
っ
き
り
と
見
定
め 

た
。
そ
の
現
実
凝
視
の
眼
は
冷
厳
な
ま
で
に
透
み
切
っ
て
い
る
。 

思
う
に
、
仏
教
が
印
度
か
ら
中
国
へ
と
伝
統
さ
れ
て
、
既
に
千
余 

年
を
経
た
に
も
拘
ら
ず
、
仏
教
が
そ
の
宗
教
性
を
見
失
わ
な
か
っ 

た
の
は
、
民
衆
の
念
仏
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
民
衆 

が
無
言
の
う
ち
に
伝
統
し
て
来
た
仏
を
憶
念
し
て
や
ま
な
い
素
純 

な
心
は
、
仏
教
存
亡
の
危
機
を
決
し
て
見
逃
さ
な
い
。
教
界
の
現 

実
を
凝
視
す
る
道
綽
禅
師
の
厳
正
な
眼
は
、
自
ら
の
名
を
没
し
て 

た
だ
仏
を
憶
念
し
て
来
た
、
こ
の
仏
弟
子
の
眼
な
の
で
あ
る
。 

そ
の
眼
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
経
道
滅
尽
の
必
然
的
理
由
は
、
 

仏
教
が
久
し
く
教
理
行
果
の
四
法
と
し
て
伝
統
さ
れ
て
来
た
と
こ 

ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
が
聖
道
仏
教
難
証
の
二
つ
の 

理
由
で
あ
る
。
教
理
行
果
の
仏
教
は
「
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
」 

に
な
る
限
り
、
必
然
的
に
「
理
深
く
解
微
」
と
な
ら
ざ
る
を
得
な 

い
。
何
故
な
ら
ば
、
教
の
理
に
対
す
る
了
解
を
証
明
す
る
も
の
は 

大
聖
以
外
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て

「
理
深
く
解
微
」
で 

あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
大
聖
を
去
る
こ
と
遙
遠
な
る
」
末
法
時
に 

生
き
る
仏
教
徒
な
ら
ば
、
自
ら
の
う
ち
に
必
ず
抱
か
ね
ば
な
ら
ぬ
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歎
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
当
時
に
あ
っ
て
末
法
到
来
と
い
う
こ
と 

は
、
決
し
て
浄
土
教
徒
の
み
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
当 

時
の
聖
道
諸
師
が
、
浄
土
教
を
寓
宗
と
し
た
と
い
う
事
実
の
う
え 

に
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。
然
し
如
何
に
浄
土
教
を
寓
宗
と
し
て
も 

決
し
て
問
題
は
解
決
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 

ま
す
ま
す
経
道
滅
尽
の
事
実
を
あ
ら
わ
に
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
末
法
の
到
来
を
遇
然
の
世
界
に 

押
し
や
っ
て
、
そ
の
必
然
性
を
見
極
め
よ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ 

る
。
そ
う
し
た
な
か
で
道
綽
禅
師
は
、
は
っ
き
り
と
経
道
滅
尺
の 

必
然
性
を
「
教
理
行
果
の
四
法
を
出
で
」
ざ
る
聖
道
仏
教
の
在
り 

方
の
う
ち
に
確
認
し
た
。
即
ち
帰
敬
序
を
お
き
教
行
証
の
三
法
と 

し
て
伝
統
さ
れ
る
べ
き
仏
教
の
学
道
が
、
教
理
行
果
の
四
法
と
な 

っ
た
時
、
仏
弟
子
の
精
神
は
本
質
的
な
純
粋
性
を
失
っ
た
の
で
あ 

る
。
そ
の
と
き
仏
教
の
教
学
は
教
理
の
学
に
な
っ
て
、
学
道
と
し 

て
の
行
証
を
見
失
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て 

こ
う
し
た
聖
道
難
証
の
必
然
性
を
見
極
め
る
限
り
、
そ
こ
に
は
何 

が
今
に
於
て
教
行
証
の
三
法
を
具
備
す
る
道
で
あ
る
か
は
明
ら
か 

と
な
っ
た
。
即
ち
そ
れ
は
仏
弟
子
の
精
神
の
復
活
で
あ
り
、
従
っ 

て
宗
教
性
の
回
復
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
外
に
教
行
証
の
三
法 

の
具
足
す
る
道
は
無
い
。
こ
こ
に
「
唯
だ
浄
土
の
一
門
の
み
あ
り 

て
通
入
す
べ
き
路
な
り
」
と
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
道
綽
禅
師
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
聖
道
浄
土
二
門
の 

教
相
判
釈
の
本
質
的
意
義
は
、
所
謂
聖
道
門
と
浄
土
門
と
い
う
相 

対
的
な
判
釈
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
仏
教
の
唯
一
道
を 

開
顕
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

然
し
、
我
々
は
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
新 

た
な
課
題
を
見
出
す
。
そ
れ
は
、
教
行
証
の
道
が
、
何
故
に
教
理 

行
果
と
し
て
伝
統
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ 

と
で
あ
る
。
仏
教
が
余
り
に
久
し
く
「
教
理
行
果
の
四
法
を
出
で 

ず
」
と
し
て
、
伝
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
単 

に
仏
弟
子
個
人
々
々
の
偶
然
に
そ
の
理
由
を
委
ね
て
、
看
過
し
去 

る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

こ
う
し
た
課
題
を
解
く
も
の
と
し
て
、
善
導
大
師
の
『散
善
義
』 

に
於
け
る
三
心
釈
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
。

思
う
に
、
聖
道
諸
師
の
『観
無
量
寿
経
』
理
解
に
対
し
、
善
導 

大
師
が
自
ら
「
此
の
観
経
の
要
義
を
出
し
て
古
今
を
楷
定
せ
ん
と 

欲
し
」(
散
善
義)

た
も
の
は
、
決
し
て
文
義
解
釈
の
相
違
で
は
な 

い
。
そ
れ
は
自
ら
の
疏
釈
を
「
一
句
一
字
も
加
減
す
可
ら
ず
、
写 

さ
ん
と
欲
は
ん
者
は
ー
に
経
法
の
如
く
に
せ
よ
」(

前
同)

と
い
い
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切
る
こ
と
の
出
来
る
態
度
の
相
違
に
あ
る
。
即

ち

『観
無
量
寿
経 

疏
』
を
一
貫
し
て
、
諸

師
の
『観
無
量
寿
経
』
の
理
解
を
正
す
も 

の
は
、
教
法
領
受
の
唯
一
の
精
神
た
る
仏
弟
子
の
心
で
あ
っ
て
、
 

所
謂
、
諸
師
の
経
典
の
理
解
が
論
理
的
な
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
と 

い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
客
観
的
に
経
典
を
読
む
立
場 

に
立
つ
な
ら
ば
、
諸
師
の
理
解
の
正
当
さ
を
否
定
す
る
論
理
的
根 

拠
を
見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
仏
弟
子
は
教
法 

を
聞
く
。
そ
の
と
き
経
典
は
文
字
で
は
な
く
教
言
と
し
て
、
仏
弟 

子
の
身
に
聞
え
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
教
言
を
聞
く
身 

に
な
っ
て
み
れ
ば
、
諸
師
の
経
典
理
解
の
態
度
そ
の
も
の
が
、
厳 

し
く
問
い
正
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
古
今
を
楷
定
せ
ん
す 

る
、
善
導
大
師
の
仏
弟
子
の
精
神
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
道 

綽
禅
師
の
二
門
教
判
の
精
神
と
別
な
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
善
導
大
師
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
真
の
仏
弟
子
の
心
が 

発
起
す
る
必
然
性
を
具
体
的
に
表
わ
す
こ
と
に
よ
り
、
遂
に
人
間 

に
と
り
教
理
行
果
と
い
う
立
場
の
成
立
が
決
し
て
偶
然
で
な
い
こ 

と
を
開
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
基
点
を
我
々
は
三
心
釈
に
見
出 

す
。善

導
大
師
の
三
心
釈
は
、
教
法
を
聞
か
ん
と
す
る
も
の
の
厳
し 

い
内
心
の
戦
い
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
開
か
れ
る
心
境
を
示
し 

て
い
る
。
い
ま
は
三
心
釈
そ
の
も
の
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
避

け
る
が
、
そ
の
三
心
が
結
帰
す
る
深
心
釈
に
於
て
、
そ
こ
に
真
の 

仏
弟
子
の
精
神
の
成
立
つ
唯
一
の
場
所
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来 

る
。
深
心
釈
は
、

「
深
心
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
深
信
の
心
な
り
、
亦
た
二
種
有 

り
」(

前
同)

と
示
さ
れ
て
い
る
如
く
、
深
心
は
所
謂
機
法
二
種
の
深
信
に
尽
き 

る
。
そ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
如
く
、
機
の
深
信 

は

「
決
定
し
て
自
身
を
深
信
す
る
」(

愚
禿
鈔
下)

も
の
で
あ
り
、
 

法
の
深
信
は
「
決
定
し
て
乗
彼
願
力
を
深
信
す
る
」(
前
同)

も
の 

で
あ
る
。
即
ち
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
廻
心
で
あ
る
。
廻
心
に
つ
い 

て
は
善
導
大
師
自
ら
、

「
人
天
善
悪
皆
な
往
生
を
得
、
彼
に
到
り
て
殊
な
る
こ
と
無
し 

乃
至
仏
の
願
力
を
以
て
五
逆
と
十
悪
と
罪
滅
し
生
を
得
し
む
、
 

謗
法
闡
提
廻
心
す
れ
ば
皆
な
往
く
」(

法
事
讚
上) 

と
述
べ
て
い
る
が
、
親
鸞
聖
人
は
、

「
小
聖
凡
夫
五
逆
謗
法
無
戒
闡
提
み
な
廻
心
し
て
真
実
信
心
海 

に
帰
入
し
ぬ
れ
ば
、
衆
水
の
海
に
い
り
て
ひ
と
つ
あ
ぢ
わ
い
と 

な
る
が
ご
と
し
」(
尊
号
真
像
銘
文)

と
い
い
、
更
に
そ
の
こ
こ
ろ
を
、

「
廻
心
と
い
ふ
は
自
力
の
心
を
ひ
る
が
へ
し
す
っ
る
を
い
ふ
な 

り
乃
至
自
力
の
こ
こ
ろ
を
す
っ
と
い
ふ
は
、
や
う
や
う
さ
ま
ざ
ま
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の
大
小
聖
人
善
悪
凡
夫
の
、
み
づ
か
ら
が
み
を
よ
し
と
お
も
ふ 

こ
こ
ろ
を
す
て
、
み
を
た
の
ま
ず
、
あ
し
き
こ
こ
ろ
を
か
へ
り 

「み
ず
、
ひ
と
す
じ
に
具
縛
の
凡
愚
屠
沽
の
下
類
、
無
导
光
仏
の 

不
可
思
議
の
本
願
、
広
大
智
慧
の
名
号
を
信
楽
す
れ
ば
、
煩
悩 

を
具
足
し
な
が
ら
無
上
大
湼
槃
に
い
た
る
な
り
」(
唯
信
鈔
文
意) 

と
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
力
無
効
の
世
界
に
信
知 

さ
れ
る
乗
彼
願
力
の
心
境
で
あ
り
、
そ
れ
は
教
を
聴
か
ん
と
す
る 

至
誠
の
努
力
の
限
界
に
於
て
、
教
の
聞
か
れ
る
世
界
に
転
ず
る
の 

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
理
解
の
世
界
の
尽
き
た
と
こ
ろ
に
、
教 

行
証
の
三
法
が
自
然
に
身
受
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は 

近
く
清
沢
満
之
先
生
の
、

「
私
が
如
来
を
信
ず
る
の
は
、
私
の
智
慧
の
窮
極
で
あ
る
の
で 

あ
る
。

乃
至
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智 

慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
、
其
の
頭
の
挙
げ
よ
う
の
な
い 

よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
甚
だ
骨
の 

折
れ
た
仕
事
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
窮
極
の
達
せ
ら
れ
る
前
に 

も
随
分
、
宗
教
的
信
念
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
決
着 

は
時
々
出
来
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
後
か
ら
後
か
ら
打
ち
壊
さ
れ 

て
し
ま
う
こ
と
が
幾
度
も
あ
り
ま
し
た
。
論
理
や
研
究
で
宗
教 

を
建
立
し
よ
う
と
思
う
て
い
る
間
は
こ
の
難
を
免
れ
ま
せ
ぬ
。 

何
が
善
だ
や
ら
何
が
悪
だ
や
ら
、
何
が
真
理
だ
や
ら
、
何
が
非

真
理
だ
や
ら
、
何
が
幸
福
だ
や
ら
何
が
不
幸
だ
や
ら
、

一
つ
も 

わ
か
る
も
の
で
は
な
い
。
我
に
は
何
も
わ
か
ら
な
い
と
な
っ
た 

と
こ
ろ
で
、

一
切
の
事
を
挙
げ
て
悉
く
こ
れ
を
如
来
に
信
頼
す 

る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
私
の
信
念
の
大
要
点
で
あ 

り
ま
す
」(
我
が
信
念)

と
い
う
言
葉
が
、
余
り
に
も
美
事
に
い
い
尺
し
て
い
る
。
こ
の
廻 

心
に
お
い
て
の
み
、
教
理
行
果
は
真
に
教
行
証
の
世
界
へ
帰
る
こ 

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

六

従
っ
て
、
二
種
深
信
の
世
界
、
即
ち
廻
心
に
於
て
の
み
、
教
法 

を
素
純
に
聞
く
真
の
仏
弟
子
は
生
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
深
心
釈
が 

二
種
深
信
か
ら
、
更
に
五
深
信
を
開
い
て
い
く
と
こ
ろ
に
明
ら
か 

に
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
第
三
第
四
は
観
小
二
経
の
深
信
と
し
て 

第
二
深
信
に
収
ま
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
第
五
か
ら
第
七
ま
で
の
深 

信
を
一
貫
し
て
い
る
も
の
は
、
正
し
く
真
の
仏
弟
子
の
心
相
を
語 

る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
し
か
も
そ
の
最
初
の
第
五
深
信
の 

釈
は
、

「
一
心
に
唯
だ
仏
語
を
信
じ
て
身
命
を
顧
ず
、
決
定
し
て
行
に 

依
り
、
仏
の
捨
て
遣
め
た
も
う
を
ば
即
ち
捨
て
、
仏
の
行
ぜ
遣

70



め
た
も
う
を
ば
即
ち
行
じ
、
仏
の
去
ら
遣
め
た
も
う
処
を
ば
即 

ち
去
る
。
是
を
仏
教
に
随
順
し
仏
意
に
随
順
す
と
名
く
、
是
を 

仏
願
に
随
順
す
と
名
く
、
是
を
真
の
仏
弟
子
と
名
く
」 

と
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
の
み
が
仏
意
に
称
う
て 

如
是
如
是
と
印
可
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
、
如
何 

な
る
別
解
別
行
異
学
異
見
に
も
、
退
失
傾
動
さ
れ
る
こ
と
な
き
も 

の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
一
点
の
自
我
の
主
張
も
な 

く
、
た
だ
、
教
一
つ
に
生
き
る
身
が
あ
る
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ 

る
。

「
今
更
に
行
者
の
為
に
ー
の
譬
喩
を
説
き
て
信
心
を
守
護
し 

以
て
外
邪
異
見
の
難
を
防
が
ん
」(

散
善
義)

と
し
て
書
き
出
さ
れ 

た
二
河
譬
こ
そ
は
、
そ
の
廻
心
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
開
か
れ
て
来 

る
真
の
仏
弟
子
の
信
順
の
心
と
を
、
克
明
に
描
き
出
す
も
の
で
あ 

る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。
人
生
百
歩
の
道
を
歩
む
人
間 

に
現
れ
る
三
定
死
の
絶
望
と
恐
怖
と
は
、
善
導
大
師
自
ら 

「
群
賊
悪
獣
詐
り
親
し
む
と
言
う
は
、
即
ち
衆
生
の
六
根'

ハ 

識

・
六
塵
，
五
陰
・
四
大
に
喩
う
る
な
り
、
無
人
空
適
の
沢
と 

言
う
は
、
即
ち
常
に
悪
友
に
随
い
て
、
真
の
善
知
識
に
値
は
ざ 

る
に
喩
う
る
な
り
」(

前
同)

と
述
べ
る
如
く
、
そ
れ
は
た
だ
素
純
に
教
を
聞
く
こ
と
の
出
来
ぬ 

限
り
に
於
て
、
必
然
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『愚
禿
鈔
』 

に
き
た
っ
て
親
鸞
聖
人
は
、

「
群
賊
悪
獣
と
は
、
群
賊
と
は
別
解
・
別
行
・
異
見
・
異
執
・ 

亜
心
見-

邪
心
・
定
散
の
心
也
。
悪
獣
と
は
六
根
・
六
塵
・
五
陰 

・
四
大
也
。
常
に
悪
友
に
随
う
と
は
、
悪
友
と
は
善
友
に
対
す 

雑
毒
虚
仮
の
人
也
。
無
人
空
適
の
沢
と
言
う
は
、
亜
心
友
な
り
、
 

真
の
善
知
識
に
値
は
ざ
る
也
。
真
の
言
は
仮
に
対
し
偽
に
対
す 

善
知
識
と
は
悪
知
識
に
対
す
る
也
」 

と
明
ら
か
に
さ
れ
、
更
に
法
然
上
人
は
、

「
一
切
の
別
解
別
行
異
学
異
見
等
と
言
う
は
、
是
れ
聖
道
門
の 

解
行
学
見
を
指
す
也
」(

選
択
集)

と
ま
で
具
体
的
に
云
い
切
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
善
導
，
法

然

，
親 

鸞
諸
師
の
指
南
を
通
じ
て
、
聖
道
学
解
の
道
と
い
う
も
の
は
、
相 

対
的
な
他
に
対
す
る
批
判
で
は
な
く
、
む
し
ろ
真
の
善
知
識
に
値 

い
え
ぬ
も
の
の
必
然
の
相
で
あ
る
こ
と
が
痛
感
せ
ら
れ
よ
う
。 

し
か
も
そ
の
超
え
難
き
三
定
死
を
超
え
し
む
る
も
の
は
「
既
に 

此
の
道
有
り
必
ず
度
す
べ
し
」
と
い
う
廻
心
で
あ
っ
た
。
そ
の
廻 

心
は
自
ら
の
決
断
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
決
断
そ
れ
自
体
が
既
に 

し
て
自
我
分
別
を
超
え
て
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
そ 

こ
に
あ
る
も
の
は
、

「
此
の
念
を
作
す
時
、
東
岸
に
忽
ち
人
の
勧
む
る
声
を
聞
く
、
 

仁
者
但
だ
決
定
し
て
此
の
道
を
尋
ね
て
行
け
、
必
ず
死
の
難
無 

け
ん
、
若
し
住
ら
ば
即
ち
死
せ
ん
と
、
又
西
岸
の
上
に
人
有
り
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て
喚
う
て
言
く
、
汝
一
心
正
念
に
し
て
直
に
来
れ
、
我
れ
能
く 

汝
を
護
ら
ん
、
衆
て
水
火
之
難
に
堕
す
る
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
」 

(
散
善
義)

と
い
う
二
尊
の
遣
喚
で
あ
る
。
ま
さ
に
私
を
し
て
「
決
定
し
て
此 

の
道
を
尋
ね
て
行
け
」
と
い
う
声
は
、

「
釈
迦
已
に
滅
し
た
ま
い
て
後
の
人
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
れ
ど
も 

な
お
教
法
有
り
て
尋
ぬ
可
き
に
喩
う
。
即
ち
之
を
声
の
如
し
と 

喩
う
る
な
り
」(
前
同)

と
示
さ
れ
る
如
く
教
法
で
あ
る
。
善
知
識
に
値
う
こ
と
の
出
来
な 

か
っ
た
も
の
が
、
い
ま
そ
の
身
に
教
法
を
声
と
し
て
聞
く
の
で
あ 

る
。
さ
れ
ば
そ
の
「
決
定
し
て
此
の
道
を
尋
ね
て
行
け
、
必
ず
死 

の
難
無
け
ん
」
と
い
う
声
の
聞
え
る
身
に
は
、
そ
れ
を
何
故
に
と 

問
う
心
は
働
か
な
い
。
教
理
汇
対
す
る
解
は
無
用
で
あ
る
。
た
だ 

そ
の
教
の
ま
ま
に
行
証
せ
ら
れ
る
道
が
、
開
け
て
い
る
の
み
で
あ 

る
。
そ
の
教
の
聞
え
る
身
の
内
深
く
か
ら
湧
く
も
の
は
「
汝
一
心 

正
念
に
し
て
直
ち
に
来
れ
」
と
い
う
招
喚
で
あ
る
。
教

は

「
必
ず 

死
の
難
無
け
ん
」
と
発
遣
し
、
本
願
は
「
衆
て
水
火
の
難
に
堕
す 

る
こ
と
を
畏
れ
ざ
れ
」
と
招
喚
す
る
。
そ
こ
に
誕
生
し
た
仏
弟
子 

は
、
た
だ
教
を
聞
い
て
水
火
の
難
の
只
中
を
歩
む
の
で
あ
る
。
水 

火
の
難
が
無
く
な
る
の
で
は
な
い
。
水
火
の
難
の
唯
中
に
教
言
が 

聞
え
る
が
故
に
畏
れ
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恰
も
「
た
だ
念

仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お 

ほ
せ
を
こ
う
む
り
て
信
ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
」
身

が

「
善 

業
も
要
に
た
た
ず
、
悪
業
も
妨
げ
と
な
ら
ぬ
」(
執
持
鈔)

「
無
导 

の
一
道
」
を
行
く
も
の
に
外
な
ら
な
い
如
く
で
あ
ろ
う
。 

こ
こ
に
教
と
行
証
と
の
間
に
一
点
の
間
隙
も
な
い
教
行
証
の
三 

法
が
、
今
の
こ
の
身
に
具
足
す
る
仏
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。 

私 

丁
自
我
—)

が
教
を
理
解
し
て
行
証
せ
ん
と
す
る
道
の
終
り 

に
よ
っ
て
、
教
が
私
の
人
生
を
機
縁
と
し
て
行
証
道
た
ら
し
め
る 

無
导
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
行
証
道
は
た
だ
自 

然
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
一
点
を
見
失
う
と
き
、
人
間
の
如
何
な
る
努
力
を
以
て
し 

て
も
必
然
的
に
教
理
行
果
の
世
界
に
転
じ
て
行
か
ざ
る
を
え
ず
、
 

そ
の
限
り
教
の
み
あ
っ
て
行
証
な
き
難
証
の
道
と
な
る
こ
と
は
ま 

た
当
然
で
あ
る
。

こ
う
し
て
善
導
大
師
の
三
心
釈
に
よ
っ
て
、
仏
教
が
久
し
く
教 

理
行
果
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
故
に
末
法
に
あ
っ
て
は
行
証
な 

き
経
道
滅
尽
の
危
機
を
現
成
す
る
必
然
性
は
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

む

す

び
 

や
が
て
そ
の
精
神
は
法
然
上
人
の
浄
土
宗
の
独
立
と
な
っ
た
の
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で
あ
る
が
、
更
に
こ
う
し
て
伝
統
さ
れ
て
来
た
浄
土
教
こ
そ
、
唯 

仏
一
道
で
あ
り
「
誓
願

仏
乗
」(

行
巻)

で
あ
る
と
明
ら
か
に
し 

た
の
が
親
鸞
聖
人
で
あ
っ
た
。
親
鸞
聖
人
が
必
然
的
に
教
理
行
果 

(

——
教
信
行
証
—)

の
道
に
転
ず
る
聖
道
権
化
方
便
の
教
行
証
に
え 

ら
ん
で
、
浄
土
真
実
教
行
証
を
顕
さ
ん
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
見 

出
さ
れ
た
教
学
が
教
行
信
証
と
い
う
四
法
で
あ
る
。
教
行
証
の
自 

然
な
る
こ
と
、
即

ち

「
念
仏
成
仏
自
然
」
な
る
こ
と
を
自
証
す
る 

も
の
は
信
で
あ
り
、
そ
の
信
こ
そ
「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す 

け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
人
の
お
ほ
せ
を
こ
う
む
り
て
信 

ず
る
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
」(
歎
異
抄)

師
教
の
聞
信
で
あ
る
。 

「
竊
に
以
れ
ば
、
聖
道
の
諸
教
は
行
証
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の 

真
宗
は
証
道
今
盛
な
り
」(
後
序) 

と
-

点
の
惑
い
も
止
め
ず
云
い
切
り
、
ま
た
、

「
然
る
に
常
没
の
凡
愚
、
流
転
の
群
生
、
無
上
妙
果
の
成
じ
難 

き
に
は
あ
ら
ず
、
真
実
の
信
楽
実
に
獲
る
こ
と
難
し
」
(

信
巻) 

と
述
べ
得
た
の
は
、
た
だ
教
一
つ
に
生
き
る
素
純
な
仏
教
子
の
身 

が
証
知
す
る
世
界
な
る
が
故
で
あ
る
。

『
教
行
信
証
』
の
う
え
に
こ
の
問
題
が
如
何
な
る
か
た
ち
で
開 

顕
さ
れ
て
い
る
か
は
、
今
こ
こ
に
考
究
す
る
い
と
ま
が
な
い
。
然 

し
長
い
浄
土
教
の
伝
統
を
受
け
て
、
そ
れ
を
真
に
誓
願
一
仏
乗
と 

い
い
真
宗
と
名
告
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
仏
教
は 

仏
弟
子
の
道
と
し
て
の
み
、
永
遠
普
遍
の
真
実
性
を
実
証
す
る
こ 

と
を
身
を
以
て
信
知
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

浄
土
教
の
伝
統
こ
そ
は
、
仏
弟
子
の
精
神
の
純
？'
は
る
伝
統
で 

あ
る
こ
と
を
思
う
と
き' 

我
々
は
改
め
て
真
宗
学
の
何
た
る
か
を 

自
ら
に
正
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
あ
る
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。
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