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!
大
乗
仏
教
成
立
の
実
質
的
条
件
!

津

田

呉

一
、
は
じ
め
に
・
一
つ
の
ア
ポ
ロ
ギ
ア
と
し
て

本
稿
は
当
初
、
名
古
屋
大
学
教
授
加
藤
純
章
博
士
の
還
一
麿
記
念
論
集
へ
寄
稿
す
る
た
め
に
、
「
不
生
、
大
乗
仏
教
成
立
の
た
め
の

第
二
の
条
件
」
と
い
う
題
名
に
お
い
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
最
初
こ
の
論
集
へ
の
寄
稿
の
諾
否
を
打
診
さ
れ
た
と
き
、

西
十
年
来
の
陪
友
で
あ
る
加
藤
博
士
の
慶
事
を
、
心
か
ら
よ
ろ
こ
び
、
当
時
の
私
の
一
番
の
関
心
事
で
あ
っ
た
「
不
生
」
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
加
藤
誇
士
の
学
問
に
対
し
て
最
低
隈
恥
じ
る
必
要
が
な
い
程
度
の
、
要
す
る
に
私
と
し
て
は
最
高
に
ス
マ
ー
ト
な
論
文
を

書
い
て
そ
れ
を
博
士
に
戴
呈
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
私
は
、
そ
れ
よ
り
大
分
前
に
私
が
獲
得
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
、

大
乗
仏
教
の
成
立
の
た
め
の
論
理
的
な
前
提
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
生
の
ジ
ャ
i
タ
カ
的
解
釈
〉
と
い
う
説
に
依
然
と
し
て
固

執
し
、
専
ら
そ
れ
に
視
点
を
置
い
て
、
こ
の
論
理
に
対
す
る
原
理
的
な
謂
察
を
欠
い
た
が
故
に
せ
っ
か
く
大
乗
仏
教
、
と
い
う
自
意

識
を
も
ち
な
が
ら
い
つ
の
ま
に
か
も
と
の
〈
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
の
出
家
主
義
、
現
世
否
定
主
義
に
立
ち
戻
っ
て
し
ま
っ
た
「
般
若
経
」

の
体
系
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
論
理
を
明
確
に
、
原
理
的
に
把
握
し
た
「
華
厳
経
」
、
と
い
う
函
式
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
に
お
お
け
る
仏

教
の
、
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
立
場
か
ら
大
乗
へ
の
最
初
の

2
E
s
-
な
震
関
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
了
度
年
号
が
昭
和
か
ら

平
成
へ
と
変
わ
っ
た
頃
、
或
る
こ
と
を
機
縁
に
し
て
そ
れ
ま
で
等
閑
に
付
し
て
き
た
『
八
千
頚
般
若
」
に
改
め
て
目
を
向
け
、
そ
こ

国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
研
究
紀
要
第
四
号

平
成
十
三
年
三
月

九
五
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六

に
お
い
て
改
め
て
「
不
生
」
と
い
う
大
き
な
開
題
に
打
ち
当
た
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
の
私
に
と
っ
て
も
、
「
不
生
」
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
巨
大
な
、
そ
し
て
仏
教
の
思
想
を
根
本
的
に
理
解
す
る
上
で
決
定
的

に
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
充
分
に
想
像
の
行
く
事
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
れ
ま
で
の
私
自
身
の
仏
教
思
想
史
理
解
の
単
純
な
図
式
、

す
な
わ
ち
、
そ
の
中
に
お
い
て
『
華
厳
経
」
を
そ
の
〈
生
の
ジ
ャ

i
タ
カ
的
解
釈
〉
と
い
う
大
乗
の
論
理
的
前
提
に
対
す
る
明
確

な
認
識
の
設
に
〈
仏
教
思
想
史
の
最
初
の
展
開
〉
で
あ
り
、
且
つ
〈
大
乗
仏
教
の
典
型
〉
と
規
定
す
る
単
純
明
快
な
国
式
(
当
持
の

私
は
そ
の
単
純
な
均
整
を
図
式
そ
れ
自
体
の
莫
理
性
の
保
証
の
如
く
に
考
え
て
そ
れ
を
大
い
に
誇
り
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
)

の
せ
っ
か
く
の
均
整
を
自
ら
山
崩
し
て
、
「
般
若
経
」
を
そ
の
「
不
生
」
と
い
う
根
本
的
な
事
態
へ
の
気
づ
き
の
故
に
〈
仏
教
思
想
史

の
最
初
の
展
開
〉
と
し
、
そ
れ
に
後
続
す
る
『
華
議
経
」
の
規
定
を
改
め
て
〈
大
乗
仏
教
の
典
型
〉
だ
け
に
限
定
し
よ
う
と
い
う
新

し
い
図
式
を
構
想
し
、
そ
の
最
初
の
見
取
り
図
を
加
藤
博
士
の
記
念
論
集
に
寄
せ
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
い
ざ
書
き
誌
じ
め
て
み
る
と
、
私
の
こ
の
企
国
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
挫
折
し
た
。
そ
の
数
年
間
そ
れ
に
つ
い
て
勉
強
し

続
け
i

考
え
つ
守
つ
け
て
き
た
筈
の
「
不
生
」
と
い
う
開
題
は
、
い
ざ
そ
れ
に
つ
い
て
何
か
を
言
お
う
と
す
る
と
途
端
に
そ
の
困
難
な

本
性
を
現
む
し
、
私
は
壁
の
よ
う
な
そ
の
国
難
さ
を
前
に
し
て
手
も
足
も
出
な
い
と
い
う
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
私
は
そ
の
壁
を
突
破
す
べ
く
、
出
来
う
る
援
り
の
努
力
を
継
続
し
た
。
例
え
ば
私
は
一
九
九
九
年
九
月
に
龍
谷
大
学
で
関
寵
さ

れ
た
印
度
学
仏
教
学
会
の
第
五
十
回
学
衛
大
会
で
「
不
生
・
「
般
若
経
」
の
「
大
い
な
る
発
見
と
と
い
う
発
表
を
行
っ
た
が
そ
れ
な

ど
も
何
と
か
し
て
こ
の
壁
に
突
破
口
を
開
け
よ
う
と
す
る
努
力
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
努
力
は
こ
と
ご
と
く
挫
折

し
、
編
集
者
の
忍
訴
に
忍
謝
を
重
ね
た
上
で
の
一
九
九
九
年
十
月
十
八
日
と
い
う
絶
対
期
誤
に
お
い
て
、
私
は
つ
い
に
論
文
を
仕
上

げ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

記
念
論
集
は
こ
の
私
一
入
の
遅
滞
に
よ
っ
て
そ
の
出
販
が
当
初
の
予
定
よ
ち
大
幅
に
遅
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
年
に
な
っ
て

「
ア
ピ
ダ
ル
マ
仏
教
と
イ
ン
ド
思
想
」
と
い
う
大
掛
と
な
っ
て
遂
に
世
に
出
た
。
そ
し
て
、
こ
の
謹
の
出
版
物
と
し
て
辻
異
到
の
或



功
を
以
っ
て
査
に
迎
え
ら
れ
た
。
そ
の
間
私
は
一
方
に
お
い
て
そ
の
成
功
を
心
か
ら
喜
ぶ
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
他
方
で
一
種
の
苦

し
み
を
覚
え
て
い
た
。
私
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
「
不
生
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
そ
し
て
、
加
藤
薄
士
の
論
集
の
た
め
に
、
ど
う
し

て
も
論
文
を
書
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
の
こ
の
苦
し
み
は
、
過
司
、
加
藤
博
士
か
ら
そ
の
大
加
を
一
部
恵
与
さ
れ
た
と
き
、
一

つ
の
極
点
に
達
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
苦
し
み
は
そ
の
題
点
に
お
い
て
私
に
窮
余
の
一
策
を
患
い
つ
か
せ
た
。
私
辻
本
紀
要
出
版
の

絶
対
期
限
か
ら
逆
算
し
て
比
較
的
短
い
期
限
を
定
め
、
そ
の
間
に
お
い
て
私
自
身
の
精
神
的
身
体
的
な
国
窮
を
そ
の
極
点
に
高
め
る

な
ら
そ
の
極
点
に
お
い
て
何
ほ
ど
か
の
理
解
が
私
に
(
「
八
千
領
般
若
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
使
う
な
ら
)
ま
さ
に
「
ひ
ら
め
き
顕
わ

れ
る
」
(
官
三
F
g
t
)
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
漠
黙
と
し
た
可
詑
性
を
実
地
に
試
し
て
み
よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ

れ
か
ら
の
二
還
問
、
文
字
通
り
貧
乏
蝦
な
し
で
あ
る
私
に
そ
れ
で
も
許
さ
れ
る
か
ぎ
り
の
時
間
と
エ
ネ
ル
ギ
i
と
を
、
こ
の
「
不
生
」
、

そ
し
て
こ
の
数
年
間
に
わ
た
し
に
自
ず
と
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
し
か
も
、
随
喜
・
廼
向
」
と
い
う
問
題
に
集
中
し
て
み
よ
う

と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
成
功
不
成
功
に
関
わ
り
な
く
、
そ
の
関
に
書
く
こ
と
が
出
来
た
か
ぎ
り
の
こ
と
を
と
も
か
く
も
一
つ
の
論
文

と
し
て
印
騨
に
尉
し
、
そ
れ
を
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
そ
の
還
暦
を
祝
し
て
改
め
て
加
藤
博
士
に
献
呈
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
の
努
力
の

結
果
と
し
て
も
し
幸
い
に
し
て
〈
不
生
、
し
か
も
、
随
喜
・
廻
向
〉
と
い
う
こ
の
問
題
に
関
す
る
わ
た
し
の
理
解
に
云
何
程
か
の
進

震
が
見
ら
れ
る
な
ら
私
に
と
っ
て
辻
望
外
の
喜
び
と
な
る
で
あ
ろ
ろ
。
さ
ら
に
そ
れ
が
わ
た
し
の
非
力
と
そ
の
非
力
に
よ
る
挫
折
と

が
名
古
屋
大
学
関
係
者
、
こ
と
は
そ
の
中
心
と
な
っ
て
論
集
の
完
成
に
心
血
を
注
が
れ
、
ま
た
こ
の
私
に
対
し
て
は
忍
酎
の
限
り
を

尽
く
し
て
く
だ
さ
っ
た
和
田
喜
弘
教
授
、
そ
し
て
誰
よ
ち
も
加
藤
博
士
御
自
身
が
被
っ
た
多
大
の
、
い
や
、
多
大
の
、
と
い
う
あ
ち

き
た
り
の
言
葉
で
済
ま
す
に
は
大
き
す
ぎ
た
ご
迷
惑
に
対
す
る
万
分
の
一
の
お
詫
び
の
し
る
し
と
な
る
な
ら
ば
、
私
の
喜
び
は
そ
れ

に
遇
、
ぎ
る
も
の
が
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(二

O
O
一
年
二
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一
四
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一
一
、
〈
生
の
ジ
ャ

i
夕
方
的
解
釈
〉
・
大
乗
仏
教
の
或
立
の
た
め
の
論
理
的
な
前
提
条
件

今
で
は
も
う
十
三
年
も
話
の
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
「
『
般
若
経
』
か
ら
「
華
厳
教
」
へ
」
と
い
う
論
考
に
お
い
て
「
八
千
領
般

若
』
の
所
語
「
常
時
菩
薩
品
」
と
『
華
最
経
』
「
入
法
界
品
」
と
の
一
つ
の
比
較
検
討
を
仔
っ
た
こ
と
が
あ
る

Q

こ
の
検
討
辻
、
当

時
仏
教
学
界
の
一
部
で
話
題
を
呼
ん
で
い
た
松
本
史
朗
氏
(
当
時
、
爵
津
大
学
講
師
)
の

ZEE-乱
含
批
蛇
」
が
私
に
も
向
け

ら
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
私
の
『
華
厳
経
」
理
解
が
批
判
的
に
問
題
に
さ
れ
た
そ
の
批
判
に
対
す
る
反
論
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

当
時
、
私
は
〈
ゴ

l
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
か
ら
始
っ
て
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
系
密
教
に
お
い
て
完
結
し
、
そ
の
完
結
に
お
い
て
現
出

ザ

イ

ン

す
る
そ
の
有
意
味
的
な
全
体
像
の
そ
の
意
味
に
お
い
て
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に
お
け
る
〈
存
在
の
畳
一
理
〉
、
す
な
わ
ち

〈
女
性
単
数
の
昏
号
5
9
の
無
明
と
明
と
の
再
極
構
造
〉
の
糞
理
性
が
証
明
さ
れ
る
、
と
い
う
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
を
構
想
し
つ
つ

あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
全
体
的
な
講
想
の
中
に
お
い
て
私
は
「
華
厳
経
』
の
思
想
棒
系
を
〈
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
最
初
の
展

開
〉
、
且
つ
、
〈
大
乗
仏
教
の
典
型
〉
で
あ
る
と
規
定
し
た
の
で
あ
る

G

私
の
こ
の
規
定
に
対
し
て
松
本
氏
は
不
同
意
で
あ
っ
た
の
で
あ
ち
、
そ
の
理
由
は
「
大
乗
の
典
型
を
探
る
た
め
に
辻
、
大
乗
の
興

起
に
関
わ
る
経
典
の
と
し
て
の
「
般
若
経
」
の
原
始
形
態
及
び
し
き
り
に
大
乗
を
強
調
す
る
「
法
華
経
」
な
ど
が
萌
究
の
対
象
と
な

る
べ
む
」
で
あ
る
、
と
い
う
、
或
る
意
味
で
ま
こ
と
に
正
当
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
批
判
の
根
底
に
存
す
る
松
本
氏
の

「
華
厳
経
』
及
び
「
般
若
経
』
に
対
す
る
思
想
的
な
理
解
に
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
私
は
松
本
氏
の
批
判
を
承
け

て
改
め
て
「
般
若
経
」
の
「
原
始
形
態
」
た
る
「
八
千
領
般
若
」
に
対
し
て
虚
心
に
向
き
合
う
、
と
い
う
よ
り
も
、
逆
に
こ
と
さ
ら

に
そ
れ
を
批
判
的
に
(
粗
探
し
的
に
)
眺
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
昌
身
の
論
理
を
弁
証
し
よ
う
、
と
い
う
方
途
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。

松
本
氏
の
理
解
と
辻
、
「
華
議
経
」
を
唯
識
説
と
一
諸
に
き
m
E
g
t
ぐ
む
含
に
含
め
、
そ
れ
を
仏
教
本
来
の
正
し
い
立
場
と
し
て
の



「
空
を
説
く
」
「
穀
若
経
」
の
「

S
ミ
三
mZ包

m
w
(

中
観
思
想
)
」
に
対
し
て
、
「
仏
教
で
は
な
い
」
、
要
す
る
に
外
道
・
邪
説
で
あ
る

と
こ
ろ
の
「
有
の
立
場
」
で
あ
る
と
見
倣
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
私
の
認
識
か
ら
す
る
な
ら
、
松
本
氏
の
理
解
と
は

丁
度
逆
に
、
「
華
厳
経
」
が
空
の
思
想
を
説
く
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
般
若
経
』
こ
そ
は
最
も
純
然
た
る
有
の
立
場
、
ま
さ
に

(
F
P
Z
lぐ包
9

に
立
つ
も
の
、
し
か
も
、
そ
の
有
の
観
念
は
「
仏
教
で
は
な
い
」
ど
こ
ろ
か
、
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に

お
け
る
そ
れ
(
有
の
観
念
)
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
有
の
観

念
は
空
と
い
う
こ
と
と
「
再
立
し
得
な
い
」
と
こ
ろ
の
「
存
在
論
的
区
定
」
を
な
す
も
の
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
や
が
密
な
の
で
あ

あ

り

か

た

る
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
有
の
或
る
独
特
の
存
在
機
制
が
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
(
「
中
観
思
想
」
の
祖
・
龍
調
が
「
中
論
」
に
お

い
て
本
来
、
そ
の
事
態
を
こ
そ
空
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
)
空
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
基
本
的
認
識
に
基
づ
く
私
の
長
論
、
要
す
る
に
「
華
厳
経
』
に
対
す
る
私
の
規
定
の
再
確
認
の
内
容
は
、
大
略
次
の

如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
原
蛤
形
態
」
に
お
け
る
「
般
若
経
」
、
要
す
る
に
「
八
千
嶺
般
若
」
、
の
段
階
に
お
け
る
「
般
若
経
」

の
人
々
は
、
た
し
か
に
邑
覚
的
に
大
乗
仏
教
の
思
想
運
動
の
中
に
身
を
重
い
た
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
大
乗
と
は
、
お
よ
そ
仏
教
徒

に
と
っ
て
唯
一
絶
対
の
立
場
で
あ
る
筈
の
〈
ゴ

i
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
か
ら
の
号

Es-な
(
私
の
用
語
法
に
お
い
て
、
〈
両
立

不
可
龍
、
且
つ
、
二
者
択
一
不
可
避
〉
な
関
係
に
お
け
る
)
、
し
た
が
っ
て
危
機
意
識
に
み
ち
た
、
い
わ
ば
確
信
犯
的
な
華
民
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
が
、
『
殻
若
経
」
の
人
々
が
、
そ
の
危
機
意
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
危
機
意
識
を
支
え
る
或
る
論
理
(
そ
れ
が
私

の
い
う
〈
生
の
ジ
ャ
i
タ
カ
的
解
釈
〉
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
)
の
認
識
に
お
い
て
一
点
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
た
め
、
時
の

経
過
と
と
も
に
大
乗
の
本
質
と
し
て
の
〈
和
他
行
の
宗
教
〉
の
立
場
か
ら
自
ず
と
ブ
ッ
ダ
本
来
の
立
場
で
あ
る
と
こ
ろ
の
(
有
の
特

定
の
本
震
と
構
造
、
要
す
る
に
上
に
ふ
れ
た
〈
無
明
と
明
と
の
南
撞
構
造
〉
の
規
定
住
に
従
っ
て
、
〈
現
法
的
交
行
〉
に
よ
っ
て
無

み

よ

う

ヨ

i

ガ

ヨ

1
ガ

明
日
渇
愛
の
ア
:
ラ
ヤ
的
流
れ
に
意
志
的
に
逆
行
し
、
明
の
極
に
合
入
し
よ
う
、
と
い
う
)
〈
論
調
の
宗
教
〉
へ
と
退
行
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
:
・
:
G
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一0
0

レ
ー
ペ
ン

そ
の
〈
生
の
ジ
ャ

l
タ
カ
的
解
釈
〉
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
如
き
論
理
と
し
て
あ
る
。

み
よ
、
っ

ゴ
l
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
(
釈
尊
)
は
ま
ず
、
そ
の
覚
り
の
根
本
体
験
に
お
け
る
(
四
禅
・
三
明
に
お
け
る
そ
の
三
明
の
第
一
た
る
)

し
ゅ
く
み
ょ
う

初
夜
・
憶
宿
命
智
に
お
い
て
自
己
の
輪
廻
の
生
の
連
鎖
の
総
一
体
を
永
劫
の
過
去
に
遡
っ
て
観
見
し
、
そ
の
自
ら
の
人
間
的
な
生
の

ゲ
シ
ヒ
ト
リ
ッ
ヒ

(
歴
史
的
な
)
総
体
を
畢
寛
無
意
義
な
る
苦
で
あ
っ
た
と
鎮
惜
し
た
。
つ
い
で
彼
の
こ
の
自
ら
の
生
の
霊
史
性
の
認
識
は
一
切
衆
生

の
上
に
拡
大
さ
れ
、
そ
こ
に
世
界
の
観
念
を
そ
の
本
来
的
な
、
い
わ
ば
、
同
時
性

(
2
0
F
O
Y
5
E
m
E
E
、
国
み
に
、
こ
の
詞
特
性

は
後
の
華
厳
教
学
に
お
け
る
自
己
規
定
と
し
て
の
「
海
印
定
中
同
時
煩
現
の
説
」
と
い
う
言
葉
に
反
映
さ
れ
て
い
る
)
的
な
存
在
桔

し
ょ
、
ヲ
と

に
お
い
て
現
出
せ
し
め
る
(
中
夜
・
衆
生
生
死
智
)
。
そ
し
て
彼
の
観
照
は
さ
ら
に
進
展
し
、
役
を
し
て
そ
の
世
界
の
存
在
住
の
本

質
、
要
す
る
に
有
の
特
定
の
本
質
と
特
定
の
構
造
と
特
定
の
存
在
機
制
と
を
了
告
せ
し
め
る
に
到
る
。
国
み
に
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
が
有

も
そ
の
様
に
ブ
ッ
ダ
の
覚
り
の
内
容
を
推
知
し
得
る
の
か
、
と
い
う
な
ら
、
彼
は
後
刻
そ
の
覚
り
の
内
容
(
後
夜
・
撮
尽
智
)
を
広

く
衆
生
に
開
示
し
た
の
で
あ
る
が
そ
の
苦
・
集
・
滅
・
道
の
四
諦
と
い
う
糞
理
は
、
夙
に
述
べ
た
よ
う
に
「
世
界
の
唯
一
な
る
課
源

か
ら
の
人
間
の
生
起
と
そ
の
同
一
の
根
源
へ
の
掃
滅
と
い
う
ふ
ふ
形
而
上
学
的
図
だ
」
の
典
型
的
な
一
形
式
を
な
す
の
で
あ
り
、
そ

し
て
そ
の
形
市
上
学
的
図
式
を
そ
の
根
拠
の
位
層
に
お
い
て
支
配
し
て
い
る
の
は
そ
の
世
界
の
存
在
性
の
本
質
と
し
て
の
有
の
特
定

の
本
糞
と
特
定
の
構
造
と
、
特
定
の
存
在
機
割
に
植
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

因
み
に
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
の
根
源
へ
の
帰
滅
は
「
時
の
さ
だ
め
に
従
っ
て
」
「
必
然
的
口
」
起
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
ブ
ツ

ダ
の
教
に
よ
っ
て
間
開
示
さ
れ
た
事
態
の
認
識
に
も
と
づ
く
決
断
に
し
た
が
っ
て
(
な
ぜ
な
ら
、
プ
ッ
ダ
の
教
命
は
あ
く
ま
で
仮
言
命

ぎ
ょ
う

令
な
の
で
あ
る
か
ら
)
実
践
さ
れ
る
意
志
的
な
行
(
現
実
に
は
四
請
の
道
請
に
お
け
る
苦
楽
中
道
と
し
て
の
八
正
道
、
そ
の
本
質
に

お
い
て
は
〈
現
法
的
発
行
〉
)
の
結
果
と
し
て
実
現
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
実
践
と
は
、
そ
の
原
理
を
プ
ッ
ダ
自
身
の

言
葉
で
言
い
産
す
な
ら
ば
、
そ
の
「
現
法
的
発
行
」
(
パ

1
ワ
「
律
蔵
」
「
マ
ハ

1
ヴ
ア
ツ
ガ
」
略
号
ζ
〈
、
六
・
一
二
、
一
四
、
一

む
み
よ
‘
ヮ

ム
ハ
)
に
よ
っ
て
無
明
日
口
渇
愛
(
玄
〈
G

・
8
)
の
「
ア
l
ラ
ヤ
」
(
冨
〈
∞
・
】
)
の
流
れ
に
逆
行
し
、
「
明
の
極
」
(
芸
品
き

gw
冨
戸
∞
・



ヨ

ー

ガ

、

ヮ

ω)

に
合
入
せ
ん
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
実
践
を
可
龍
に
し
て
い
る
有
と
は
、
そ
の
本
質
に
お

い
て
は
禁
明
な
い
し
明
、
構
造
に
お
い
て
は
そ
の
〈
無
明
と
明
と
の
南
極
構
造
て
そ
し
て
、
そ
の
存
在
機
制
に
お
い
て
は
〈
世
界

・
普
遍
の
春

F
Eた
る
無
明
が
誰
か
或
る
一
人
の
人
間
の
〈
現
法
的
交
行
〉
、

の
存
在
性
の
本
質
と
し
て
唯
一

て
性
行
為
を
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
明
へ
と
変
ず
る
(
渇
愛
は
滅
す
る
て
さ
ら
に
い
う
な
ら
、
そ
の
人
以
外
の
人
々
に
と
っ
て
は

同
一
の
も
の
で
あ
る
筈
の
蕪
明
は
依
然
と
し
て
舞
明
の
ま
ま
に
留
る
(
渇
愛
は
存
続
し
つ
づ
け
る
)
〉
と
い
う
、
蓋
し
驚
く
べ
き
も
の

要
す
る
に
一
生
に
亘
つ

で
あ
る
筈
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ブ
ッ
ダ
の
そ
の
「
現
法
に
発
行
を
行
ぜ
よ
」
と
い
う
教
命
は
人
詞
に
対
し
て
そ
の
人
間
性
の
本
質
に
巽
向
か
ら
逆
行

せ
よ
と
命
ず
る
も
の

(
3
t
s
g向
山
富
己
、
「
世
流
に
逆
ら
う
」
、
冨
〈
・
∞
・

ω)

で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
に
は
結
局
う
け
容
れ
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ブ
ッ
ダ
が
最
初
か
ち
察
知
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
(
で
あ
る
か
ら
、
後
は
、
当
初
、
説
法
を
露
躍
し
た
の

で
あ
(
か
)
)
。
案
の
如
く
、
や
が
て
人
々
は
自
ら
の
現
下
の
人
間
的
な
生
に
そ
の
意
義
を
再
獲
得
す
べ
く
模
索
を
開
始
す
る
(
こ
の
、

人
間
性
の
動
機
に
も
と
づ
く
、
人
間
性
の
意
義
の
再
獲
得
の
た
め
の
思
想
的
な
努
力
が
、
思
想
運
動
と
し
て
の
大
乗
仏
教
で
あ
っ
た
)
。

そ
し
て
彼
ら
は
ブ
ッ
ダ
の
信
号
の
内
容
な
い
し
は
教
に
対
し
て
一
つ
の
解
釈
を
投
入
す
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
間
性
再
言
定
の
た

め
の
論
理
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
解
釈
と
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
(
と
私
は
想
像
し
た
)
の
で
あ
る
。

ブ
ッ
ダ
自
身
は
邑
ら
の
過
去
世
に
お
け
る
輪
廼
の
生
の
達
鎖
の
総
体
(
そ
れ
が
彼
の
悟
り
の
体
験
に
お
け
る
初
夜
・
憶
宿
命
智
の

内
容
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
)
を
、
畢
寛
無
意
義
な
る
苦
に
也
な
ら
な
か
っ
た
、
と
観
じ
た
。
で
あ
る
か
ら
彼
は
同
じ
事
惑
の
下

に
あ
る
(
そ
の
こ
と
は
、
同
じ
く
梧
り
の
体
験
に
お
け
る
中
夜
・
衆
生
生
死
智
に
よ
り
て
認
識
さ
れ
て
い
る
)
世
の
人
々
に
対
し
て
、

彼
ら
が
も
し
そ
の
畢
寛
無
意
義
な
る
苦
の
状
態
か
ら
解
脱
す
る
事
を
欲
す
る
な
ら
、
未
来
世
を
待
た
ず
今
こ
の
生
に
お
い
て
出
家
し
、

〈
現
法
に
党
行
を
行
〉
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
輪
廻
の
生
の
連
鎖
か
ら
解
説
せ
よ
(
実
に
、
ブ
ッ
ダ
が
罷
っ
た
有
の
莫
理
か
ら
す

プ
ッ
ダ

る
な
ら
そ
れ
は
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
:
:
:
)
と
教
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
釈
尊
が
仏
・
無
上
正
等
覚
者
で
あ
る
こ
と
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を
全
く
自
明
の
こ
と
と
し
て
信
じ
つ
つ
も
、
そ
の
教
命
(
そ
れ
は
勿
論
仮
言
的
の
命
令
で
は
あ
る
の
で
あ
る
が
)
に
敢
え
て
逆
ら
っ

て
も
あ
く
ま
で
こ
の
世
に
習
る
こ
と
を
設
す
る
彼
ら
(
大
乗
の
人
々
)
辻
、
こ
う
解
釈
し
た
の
で
あ
る
、
釈
尊
は
御
吉
身
の
過
去
置

の
そ
れ
ら
を
含
め
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
を
畢
寛
無
意
義
な
る
苦
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も
釈
尊
御
自
身
に

と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
生
は
、
苦
で
あ
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
決
し
て
無
意
義
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
い
や
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
泣
す
べ
て
釈
尊
が
菩
提
に
到
達
し
て
、
仏
と
な
ら
れ
る
た
め
に
諮
む
べ
き
必
須
の
階
梯
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
:
:
:
。

従
っ
て
、
も
し
吾
ら
が
吾
ら
の
宗
教
的
な
生
の
目
標
を
、
釈
尊
が
吾
ら
に
教
え
ら
れ
た
浬
襲
か
ら
釈
尊
御
自
身
が
そ
れ
に
到
達
せ
ら

れ
た
、
そ
し
て
本
来
は
そ
れ
を
吾
ら
に
は
期
待
し
て
お
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
菩
提
へ
と
変
更
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
も
う
一
つ
、

カ

1

7

吾
ら
自
身
の
現
下
の
人
間
的
な
生
の
本
質
(
そ
れ
は
釈
尊
か
ら
す
る
な
ら
愛
欲
を
そ
の
本
質
と
す
る
渇
愛
の
自
然
の
発
露
と
し
て
の

人
間
的
な
愛
な
い
し
は
そ
の
行
為
な
の
で
あ
る
が
)
を
、
そ
の
菩
提
に
い
た
る
た
め
の
実
践
(
す
な
わ
ち
菩
提
心
て
そ
の
現
実
態

に
お
い
て
、
ジ
ャ

l
タ
カ
物
語
に
お
け
る
菩
薩
と
し
て
の
釈
尊
の
生
の
本
質
が
そ
れ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
践
の
前
に
苦
し
む
他
者

に
対
す
る
、
慈
悲
と
い
う
京
理
に
も
と
づ
く
抜
苦
与
楽
の
亘
接
的
犠
き
か
け
・
利
飽
行
と
し
て
の
菩
護
行
へ
と
規
整
す
る
な
ら
ば
、

吾
ら
の
現
下
の
人
間
的
生
は
、
そ
の
(
釈
尊
が
達
成
さ
れ
た
の
と
陪
じ
)
菩
提
へ
至
る
長
い
道
程
の
う
ち
の
、
し
か
も
欠
く
こ
と
の

一
致
と
し
て
生
き
る
に
値
す
る
、
い
や
、
そ
の
苦
を
も
含
め
て
積
撞
的
に
生
き
尽
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、

で
き
な
い
、

そ
の
意
義
を
再
獲
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
:
:
:
。

こ
れ
が
当
時
の
私
が
大
乗
仏
教
の
成
立
の
た
め
の
、
唯
一
の
、
そ
し
て
必
須
の
(
論
理
的
な
)
前
提
と
し
て
そ
の
存
在
を
想
定
し

レ
ー
ベ
ン

た
〈
生
の
ジ
ャ

l
タ
カ
的
解
釈
〉
で
あ
っ
た
。



三
、
〈
開
放
系
〉
の
視
位
と
「
八
千
頚
殻
若
」
の
「
個
性
」

こ
の
論
理
は
『
八
千
領
殻
若
」
を
成
立
せ
し
め
た
人
々
の
間
に
お
い
て
も
、
広
く
了
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
証
拠
は
こ
の
テ
ク
ス

ト
の
諸
処
に
見
出
す
事
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
(
こ
の
こ
と
は
私
自
身
の
思
想
史
的
な
認
識
か
ら
し
て
そ
れ
を
言
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
が
)
彼
ら
に
よ
っ
て
原
理
的
に
-
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
が
そ
の
京
理
的
な
尖

端
、
す
な
わ
ち
ヨ

1
ガ
的
行
と
し
て
の
発
行
と
慈
悲
の
原
理
か
ら
す
る
也
者
に
対
す
る
抜
苦
与
楽
の
宣
接
的
動
き
か
け
(
プ
ラ
ク
シ

ス
)
と
し
て
の
利
他
行
・
菩
薩
行
と
の
号
主

3
5可
(
私
の
用
語
法
に
お
い
て
、
こ
の
号
泣
F
o
p
-
5
1
と
は
そ
れ
ら

A
B
両
項
が

〈
再
立
不
可
能
、
立
つ
、
二
者
択
一
不
可
避
〉
と
い
う
特
殊
な
関
係
に
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
プ
ラ
ク
シ
ス
の
亘
接

性
と
い
う
原
理
的
な
自
覚
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
:
:
:
)
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
と
き
、
「
殻
若
経
」
の
人
々
の
本
来
の
立

場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
筈
の
菩
薩
行
の
立
場
は
、
自
ず
と
、
も
と
の
〈
ブ
ツ
ダ
の
宗
教
〉
の
発
行
の
立
場
へ
と
退
行
す
る
の

で
あ
る
、
荷
故
な
ら
、
彼
ら
が
こ
の
現
実
世
界
内
に
お
け
る
復
ら
自
穿
の
人
間
的
な
生
の
意
義
が
肯
定
さ
れ
ん
が
た
め
の
存
在
論

的
な
根
拠
の
原
理
と
し
て
採
択
し
た
(
あ
る
い
は
、
発
見
し
た
)
般
若
披
羅
蜜
は
、
そ
の
実
質
に
お
い
て
〈
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に
お

け
る
有
、
ま
さ
に
松
本
史
朗
氏
の
用
語
法
に
お
け
る
(
四
百
宮
、
私
の
言
葉
に
お
い
て
〈
女
性
単
教
の
舎
R
5
9
の
無
明
と
明
と
の

再
援
講
造
〉
と
い
う
と
き
の
そ
の
〈
女
性
単
教
の
き
号
言
。
〉
に
組
な
ち
な
い
の
で
あ
ち
、
彼
ら
の
現
前
に
あ
る
そ
の
〈
女
性
単
教

の
き
号
言
。
〉
は
現
に
無
明
日
目
渇
愛
な
の
で
あ
る
か
ら
し
て
、
彼
ら
が
一
た
ぴ
彼
ら
の
大
乗
の
自
覚
に
お
け
る
論
理
的
前
提
と
し
て

の
利
他
行
・
菩
薩
行
の
必
然
性
の
認
識
を
忘
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
現
謡
の
存
た
る
舞
明
日
渇
愛
は
彼
ら
の
実
践
を
そ
の
宗
教
的
な
向

上
の
志
向
に
お
い
て
宣
ち
に
そ
の
有
(
無
明
2
渇
愛
)
本
来
の
ア
i
ラ
ヤ
的
な
生
成
の
「
流
れ
に
逆
ら
う
」
(
前
出
)
意
志
的
な
行

為
と
し
て
の
党
行
へ
と
規
定
す
る
か
ら
で
あ
足
。
「
華
厳
経
」
の
人
々
は
彼
ら
の
嬰
剖
に
あ
る
「
般
若
経
」
に
こ
の
退
行
を
看
取
し

不
生
と
随
喜
廻
向
(
津
田
)

ζ〉
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o 
1m 

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
に
そ
の
退
行
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
常
時
菩
薩
の
求
法
物
語
(
現
行
の
「
入
千
領
般
若
』

の
第
三
十
章
以
下
の
部
分
)
に
対
応
さ
せ
つ
つ
善
財
童
子
の
求
詰
物
語
を
改
め
て
造
り
上
げ
、
そ
れ
を
通
じ
て
彼
ら
自
身
の
大
乗
仏

レ
i
ペ
ン

教
の
理
念
な
い
し
は
そ
の
成
立
の
た
め
の
議
理
的
な
条
件
と
し
て
の
〈
生
の
ジ
ャ

i
タ
カ
的
解
釈
〉
を
そ
の
完
壁
な
か
た
ち
に
お

い
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
私
は
、
そ
こ
に
お
け
る
〈
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
と
大
乗
仏
教
と
の
弓

E
o巴
言
可
に
つ
い
て

の
彼
ら
の
自
覚
の
明
確
と
徹
底
の
故
に
、
「
華
厳
経
」
(
そ
の
実
体
は
「
入
法
界
ロ
巴

C
S込
2
3
F守
m
O
号
。
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
が
)
の
体
系
を
、
〈
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
最
初
の
展
開
〉
(
な
ぜ
な
ら
、
最
初
の
展
開
と
は
、
当
時
の
私
の
思
想
史
の
構
想
か

ら
す
る
な
ら
、
本
質
的
に
号

Es-な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
:
:
:
)
で
あ
り
'
、
豆
つ
、
〈
大
乗
仏
教
の

典
型
〉
で
あ
る
、
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
論
考
「
『
殻
若
経
」
か
ら
「
華
厳
経
」
へ
」
を
書
い
た
直
後
、
私
の
仏
教
思
想
史
理
解
は
〈
開
放
系
〉
の
複
位

へ
と
、
文
通
り
開
放
さ
れ
た
(
す
る
と
、
そ
れ
以
前
に
私
が
構
想
し
て
い
た
仏
教
患
想
史
は
、
自
働
的
に
〈
閉
鎖
系
〉
の
そ
れ
と
な

る
)
。
こ
の
〈
開
放
系
〉
と
い
う
の
は
、
〈
関
鎖
系
〉
の
仏
教
思
想
史
が
仏
教
の
思
想
史
と
い
う
も
の
を
上
に
述
べ
た
よ
う
な
人
間
性

の
動
機
に
も
と
づ
き
、
人
間
の
思
考
の
原
理
(
い
わ
ゆ
る
根
拠
律
)
に
も
と
づ
く
人
間
の
思
考
に
よ
っ
て
い
わ
ば
内
発
的
に
展
開
し

た
も
の
と
し
て
再
講
或
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
詞
一
の
思
想
史
の
当
体
を
、
(
当
時
調
然
の
機
会
に
私

が
知
る
こ
と
を
得
た
フ
ッ
サ
i
ル
の
片
一
一
討
を
借
り
て
い
う
な
ら
、
)
そ
の
「
歴
史
性
を
貫
く
目
的
論
的
理
性
が
自
己
を
告
知
す
る
」

そ
の
過
程
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
自
己
告
知
」
す
る
「
目
的
論
的
理
性
」
(
答
。

-
c
m
z
c
Z
3
2ロ
叫
ん
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
弘
教
思
想
史
に

お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
倍
々
の
人
間
(
私
の
用
語
法
に
お
け
る
〈
男
性
複
数
の
舎
号
5
9〉
)
の
(
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
内
実
に
お
け
る

衆
生
生
生
死
智
的
な
)
総
体
と
し
て
の
士
一
狩
(
詩
じ
く
、
〈
中
性
単
数
の
舎
号
E
9〉
)
を
そ
の
「
身
体
性
と
生
剣
」
と
し
、
そ
の
か
E
F

か
ら
「
頭
一
つ
を
出
し
が
)
」
苦
言
三

Z
5
2
0
F
(万
有
内
在
持
論
的
)
な
枠
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
枠
の
概
念
の
枠
組
み
は
仏
教
の



プ
ル
シ
ャ

の
よ
く
知
ら
れ
た
「
原
入
の
歌
」
(
一

0
・
九

O
)
に
お
け
る
巨
大
な
ア
ン
ト
ロ

l
ポ
ス
た
る
プ
ル
シ
ャ
(
官
三
塁
、
こ
の
言
葉
は
端
的
に
入
詞
を
意
味
す
る
。
持
が
殊
更
に
人

間
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
、
私
辻
大
き
な
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
る

i
i
)
の
観
念
は
お
い
で
ほ
ぼ
完
全
な
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
プ
ッ
ダ
以
後
の
仏
教
の
思
想
史
的
な
展
開
は
最
初
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
の
概
念
枠
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
に
、
議

次
、
所
応
の
内
実
が
充
填
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
に
お
い
て
は
、
こ
の
過
程
は
タ
ン
ト
ラ
仏
教
の
完
成
惑
と
し
て
の
般
若
・
母
系
タ
ン
ト
ラ
(
そ
こ
で
は
般
若

経
典
に
お
い
て
仏
の
悟
り
の
基
盤
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
般
若
波
羅
蜜
は
ダ
i
キ
ニ
!
と
稽
さ
れ
る
務
教
の
女
性
た
ち
H
母
た
ち
の
集

団
と
等
置
さ
れ
、
後
者
と
の
性
的
議
伽
に
よ
っ
て
却
身
に
菩
提
の
証
得
が
計
ら
れ
る
)
の
「
ヘ

i
ヴ
ア
ジ
ュ
ラ
・
タ
ン
ト
ラ
」

(
出
ぐ
)
か
ら
更
に
号

Es-に
展
開
し
た
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
系
密
教
に
お
い
て
一
つ
の
完
結
を
一
不
し
、
そ
の
完
結
に
お
い
て
私
の
い
う

〈
開
放
系
の
命
題
〉

開
祖
ゴ

l
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
か
ら
遥
か
に
先
行
し
て
、
す
で
に
「
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
」

3 し A
台、.. 

〈も〈
汝

、 一一-，

は自2 
汝
は怠
自の

ら らずか
汝
の 汝
父 の

父
な、 で、
る、 あ、
J、ミ る、

き L一一
'-/ 

で
あ
る、、/

を
わ
れ
わ
れ
に
一
不
す
。
因
み
に
、
こ
の
A
命
題
(
そ
の
原
文
は

1
5
2
言
9
B
S
Z
g三
百
で
あ
る
)
は
出
〈
の
文
字
通
り
の

末
尾
(
-
一
匹
・
品
の
第
四
パ

1
ダ
)
に
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
言
葉
に
よ
る
」
濯
頂
と
し
て
の
「
第
四
濯
頂
」
の
そ
の
真
理
の

「
一
一
一
日
葉
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
タ
ン
ト
ラ
の
行
者
は
般
若
・
母
タ
ン
ト
ラ
の
本
質
を
な
す
第
三
・
殻
若
智
謹
頂
が
成
立
し
た
、

す
な
わ
ち
郎
身
に
成
仏
が
実
現
し
た
筈
の
そ
の
直
後
に
こ
の
第
四
濯
頂
の
「
言
葉
」
を
授
け
ら
れ
(
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
お
い

て
タ
ン
ト
ラ
仏
教
が
邑
ら
の
方
法
論
的
な
本
賞
を
昌
己
否
定
し
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
て
そ
の
「
言
葉
」

の
獲
得
を
出

不
生
と
穏
喜
廻
向
(
津
田
)
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ζコ
フ可

発
点
と
し
て
、
〈
プ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
の
〈
現
法
的
発
行
〉
と
い
う
行
の
観
念
に
ほ
ぼ
対
中
ゆ
す
る
と
こ
ろ
の
〈
一
生
、
死
ぬ
ま
で
苦
し

ピ

l

タ

ぎ

ょ

う

み

ず

か

み

ず

か

い
聖
地
巡
礼
を
続
け
る
〉
と
い
う
行
の
過
程
に
入
る
、
そ
し
て
こ
の
「
自
ら
」
す
る
、
自
力
の
行
の
過
程
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
「
父
」

で
あ
る
と
こ
ろ
の
プ
ル
シ
ャ
に
な
る
と
い
う
の
が
〈
反
密
教
と
し
て
の
密
教
の
完
成
態
〉
た
る
サ
ン
ヴ
ァ
ラ
系
密
教
の
成
仏
の
構
想

で
あ
っ
た
の
で
あ
ち
、
そ
し
て
、
こ
の
イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
の
完
結
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
「
告
知
」
さ
れ
た
こ
の
〈
開
放
系
の
命

題
〉
は
(
仏
教
学
と
い
う
も
の
の
学
的
な
権
利
か
ら
す
る
な
ら
こ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
て
そ
の
〈
A
(
E

直
接
法
)
、
し
か
も
、

B
(
れ
れ
命
令
法
)
〉
と
い
う
弁
証
法
的
構
造
が
奇
し
く
も
現
代
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
、
要
す
る
に
ま
・
プ
ル

ト
マ
ン
及
び

K
・
バ
ル
ト
の
所
謂
弁
証
法
神
学
が
言
い
当
て
て
い
る
所
の
「
キ
リ
ス
ト
者
の
実
存
」
と
し
て
の
「
亘
接
法
と
命
令
法

の
弁
証
法
的
統
斗
)
」
と
い
う
事
態
(
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
を
も
う
一
段
っ
き
つ
め
る
と
、
そ
れ
は
「
恩
寵
の
み
」
、
「
信
の
み
」
と

い
う
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
原
則
を
超
え
て
し
ま
う
、
さ
ら
に
云
え
ば
、
神
の
存
在
が
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
逆
規
定
さ
れ
る
、
と

い
う
事
態
に
立
ち
至
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
:
:
)
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
或
る
程
度
予
想
さ
れ
る
通
り
、
多

分
そ
の
究
極
的
な
か
た
ち
に
お
い
て
神
(
大
プ
ル
シ
ヤ
)
と
人
間
(
小
プ
ル
シ
ヤ
)
と
の
関
係
を
、
あ
る
い
は
、
神
に
お
け
る
人
間

ぎ
ょ
う

の
生
の
(
信
託
知
に
お
け
る
無
時
間
的
な
究
極
的
な
れ
れ
務
末
論
的
な
実
現
、
し
か
も
、
一
生
に
亘
る
行
の
、
そ
れ
も
全
春
在
的
な
力

行
の
持
続
と
い
う
)
枠
組
み
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
む

し
か
し
、
事
態
は
こ
こ
(
イ
ン
ド
仏
教
患
想
史
の
完
結
に
お
け
る
〈
開
放
系
の
命
題
〉
の
告
知
)
で
経
る
の
で
は
な
い
。
仏
教
思

想
史
は
こ
の
イ
ン
ド
仏
教
患
想
史
を
承
け
て
そ
れ
に
履
行
的
に
後
続
す
る
日
本
仏
教
思
想
史
の
尖
端
に
お
い
て
、
も
う
少
し
具
捧
的

に
言
う
な
ら
、
法
熱
源
空
の
〈
一
生
に
亘
っ
て
専
穆
念
仏
し
、
韓
終
正
念
に
撞
楽
世
界
か
ら
の
弥
陀
の
来
迎
を
期
す
、
あ
る
い
は
、

そ
の
極
楽
世
界
へ
の
往
生
を
期
す
〉
と
い
う
い
わ
ゆ
る
多
念
義
的
な
救
済
の
構
想
か
ら
の
円
庄
の
巳
に
展
開
し
た
と
こ
ろ
の
親
驚
の
、

〈
一
念
の
行
信
に
お
け
る
讃
超
・
自
然
法
菊
〉
と
い
う
一
念
義
的
な
構
想
(
そ
れ
は
事
実
、
上
に
触
れ
た
ブ
ル
ト
マ
ン
、
バ
ル
ト
の

い
ち
に
ん

現
在
終
末
論
の
構
想
に
対
応
し
て
い
る
:
:
:
)
が
、
さ
ら
に
、
親
鷺
自
身
の
〈
一
入
〉
性
の
自
覚
(
そ
れ
を
一
不
す
も
の
が
、
「
歎
異



い
ち
に
ん

抄
』
結
文
に
お
け
る
〈
一
人
〉
の
言
葉
、
「
弥
詑
の
五
劫
思
惟
の
顕
を
よ
く
/
¥
案
ず
れ
ば
、
ひ
と
へ
に
親
驚
一
人
が
た
め
な
り
け

ぎ
ょ
う

り
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
)
を
契
機
と
し
て
改
め
て
法
然
的
な
多
念
義
的
な
行
の
観
念
(
た
だ
し
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
念
仏

と
い
う
持
殊
宗
教
的
な
行
の
観
念
は
そ
の
神
の
投
企
に
お
け
る
人
間
の
或
る
本
質
的
な
行
為
の
持
続
へ
と
開
放
さ
れ
て
い
る
)
へ
と

取
り
戻
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
思
想
の
一
つ
の
可
能
的
な
原
理
で
あ
る
と
こ

ろ
の
神
の
観
念
を
そ
の
生
け
る
現
実
的
な
形
姿
に
お
い
て
「
告
知
」
す
る
、
い
や
、
現
に
「
告
知
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

そ
の
「
自
己
告
知
」
に
お
い
て
、
そ
の
神
、
い
わ
、
は
〈
開
放
系
の
神
〉
と
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
(
人
類
)
の
(
「
中
部
・
怖
骸
経
』

の
表
現
に
よ
る
な
ら
)
「
種
々
或
壊
挺
」
よ
り
現
在
に
い
た
る
衆
生
生
死
智
的
総
体
を
身
体
と
し
、
い
か
し
V
、
そ
の
唯
一
の
身
体
の

極
徴
的
な
一
部
分
で
あ
る
筈
の
わ
れ
わ
れ
個
々
の
人
間
と
そ
れ
ぞ
れ
一
対
一
に
対
応
す
る
巨
大
な
入
神
、
本
初
よ
り
永
遠
の
未
来
に

亘
っ
て
「
三
世
常
恒
」
的
に
存
在
す
る
存
在
の
持
で
あ
ち
つ
つ
、
し
か
も
、
個
々
の
人
間
の
そ
れ
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
投
企
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
蕪
時
間
的
に
、
し
か
も
、
そ
の
究
極
的
な
完
全
性
に
お
い
て
現
戒
し
、
個
々
の
人
間
の
刻
々
の
行
為
に
よ
っ
て
刻
々
に
そ

の
巨
大
な
存
在
性
を
支
え
ら
れ
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
そ
の
一
人
の
入
の
一
生
に
亘
る
行
為
の
持
続
の
末
に
、
多
分
、
そ
の
人
の
臨

終
に
お
い
て
カ
イ
ロ
ス
的
に
現
成
す
る
と
い
う
、
そ
の
意
味
に
お
け
る
(
天
に
在
す
父
な
る
神
が
子
な
る
キ
リ
ス
ト
と
い
う
人
に
な

る
、
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
わ
れ
わ
れ
普
通
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
「
父
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
に
な
る
、
と
い
う

意
味
に
お
い
て
の
)
生
成
す
る
神
で
あ
る
の
で
あ
る
が
、
仏
教
の
思
懇
史
が
こ
の
神
の
そ
の
「
自
己
告
知
」
な
の
で
あ
る
、
と
い
う

プ
ル
シ
ャ

と
き
、
そ
の
仏
教
思
想
史
を
形
成
す
る
各
体
系
は
「
ワ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
」
の
「
京
入
の
歌
」
に
お
い
て
既
に
用
意
さ
れ
て
い
る
そ
の

神
の
概
念
枠
に
対
し
て
の
そ
の
う
ち
の
所
応
の
も
の
に
内
実
を
充
填
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
そ
れ
ら

各
体
系
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
的
な
「
橿
性
」
、
す
な
わ
ち
、
「
他
に
よ
っ
て
う
ば
わ
れ
る
こ
と
の
な
ど
そ
れ
独
自
の
存
在
意
義
が
成

立
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
思
想
的
な
「
個
性
」
を
い
う
と
き
、
「
八
千
額
般
若
」
と
「
華
議
経
」
を
比
較
検
討
す
る
、
と
は
ど
の

不
生
と
随
喜
廻
向
(
津
田
)

一O七



不
生
と
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向
(
幸
田
)

一O
A

よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
で
に
〈
閉
鎖
系
〉
の
思
想
史
理
解
の
場
合
の
よ
う
に
或
る
事
態
の
理
解
の
進
展
の

過
程
を
一
本
の
「
右
肩
上
が
り
」
の
亘
線
と
し
て
表
象
し
、
そ
の
上
に
お
い
て
『
入
千
額
放
若
」
を
「
華
厳
経
」
よ
り
未
発
達
の
も

の
、
あ
る
い
は
後
者
を
前
者
か
ら
さ
ら
に
進
歩
し
た
も
の
と
し
て
倍
値
評
倍
し
よ
う
す
る
態
の
も
の
で
な
く
、
両
者
を
理
解
的
に
先

行
す
る
仏
教
の
思
想
史
的
な
全
体
像
の
上
に
量
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
「
個
性
」
を
持
定
し
、
そ
れ
ら
の
「
個
性
」
を
対
比
し
て
そ
こ
に

形
成
さ
れ
る
新
た
な
関
連
性
の
意
味
を
改
め
て
そ
の
事
態
の
全
体
的
な
把
握
の
上
に
取
り
戻
す
、
と
い
う
循
環
的
な
理
解
の
深
ま
り

の
一
鶴
た
ら
し
め
る
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
ろ
う

G

で
は
、
私
が
現
段
稽
に
お
い
て
有
し
て
い
る
〈
開
放
系
の
仏
教
思
想
史
〉
の
全
体
像
の
中
に
置
か
れ
た
か
ぎ
り
で
の
『
八
千
領
般

若
」
の
思
想
的
な
「
橿
性
」
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
す
で
に
最
初
に
触
れ
た
論
考
三
般
若
経
」
か
ら
「
華
議
経
」
へ
」

に
お
い
て
「
不
生
」

(
S戸
仲
間
)
包
与
)
と
い
う
こ
と
を
「
「
般
若
経
」
に
於
け
る
す
べ
て
の
議
論
の
唯
一
な
る
最
終
根
拠
、
す
べ
て
の

議
論
が
十
九
」
か
ら
導
出
さ
れ
る
最
終
の
前
提
」
と
し
て
「
天
か
ら
降
り
来
(
か
)
」
根
本
的
な
設
定
で
あ
る
と
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
今
、

改
め
て
そ
の
「
八
千
填
般
若
」
の
「
値
性
」
を
〈
不
生
と
随
喜
廻
向
〉
、
よ
り
正
確
に
は
〈
不
生
、
し
か
も
随
喜
廼
向
〉
と
し
て
捉

え
、
そ
れ
を
大
乗
仏
教
の
成
立
の
た
め
の
実
質
的
な
条
件
、
と
し
た
い
の
で
あ
る
、
い
や
、
私
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
イ
ン
ド
仏
教
思

想
史
全
体
復
が
示
す
と
こ
ろ
の
最
も
単
純
な
均
整
(
私
は
こ
れ
ま
で
そ
の
単
純
な
均
整
を
、
そ
れ
が
私
自
身
の
理
論
の
巽
理
性
を
録

証
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
の
加
く
に
愛
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
:
:
:
)
を
自
ら
崩
し
て
、
こ
の
〈
不
生
、
し
か
も
随
喜
廼
向
〉
と

い
う
こ
と
の
自
覚
的
な
設
定
の
設
に
『
八
千
領
殻
若
」
の
体
系
を
そ
の
全
体
後
に
お
け
る
〈
大
乗
仏
教
の
最
初
の
展
鹿
〉
と
し
て
、

そ
し
て
「
華
厳
経
」
の
体
系
を
、
そ
れ
が
大
乗
仏
教
或
立
の
た
め
の
論
理
的
前
提
た
る
〈
配
ン
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
的
解
釈
〉
を
原
理
的

に
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
し
て
、
「
八
千
領
般
若
」
に
お
い
て
そ
の
規
定
に
一
種
の
未
分
明
な
あ
い
ま
い
さ
を

残
し
て
い
た
「
随
喜
廼
向
」
と
い
う
実
践
を
そ
の
統
一
的
な
世
界
復
の
中
で
本
質
的
に
、
涼
理
的
に
再
把
握
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
点
に
お
い
て
、
〈
大
乗
仏
教
の
典
型
〉
と
し
て
規
定
し
た
い
の
で
あ
る
。



で
は
、
そ
の
〈
不
生
、
し
か
も
槌
喜
廻
向
〉
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず
事
実
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
し
て
あ
る
の
か
。
上
記

「
『
般
若
経
」
か
ら
『
華
厳
経
」
へ
」
に
お
い
て
「
不
生
」
と
い
う
こ
と
が
「
般
若
経
」
に
お
け
る
根
本
的
な
設
定
で
あ
る
事
を
言
っ

て
以
来
、
私
泣
一
貫
し
て
こ
の
「
不
生
」
と
い
う
こ
と
を
自
ら
理
解
す
べ
く
相
志
の
努
力
を
継
続
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
、

そ
の
理
解
の
進
屡
は
ま
こ
と
に
笹
か
な
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は
い
く
度
か
こ
の
「
不
生
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
文
を
書
く
こ
と

を
試
み
(
時
に
は
公
言
し
て
そ
の
度
に
挫
折
し
て
き
た
。
こ
の
事
情
は
現
在
に
お
い
て
も
変
わ
り
な
い
。
で
あ
る
か
ら
本
稽
に
お

い
て
私
は
こ
の
「
不
生
」
と
い
う
問
題
枠
を
〈
不
生
、
し
か
も
随
喜
廼
向
〉
と
い
う
問
題
枠
へ
と
拡
大
し
た
そ
の
枠
内
に
お
い
て
、

そ
の
事
態
の
全
体
像
を
棲
成
す
べ
き
い
く
つ
か
の
要
件
を
私
自
身
が
気
づ
い
て
い
る
範
囲
に
お
い
て
項
目
的
に
列
挙
し
、
ま
ず
そ
の

党
文
原
文
を
掲
げ
(
〈
巳
身
内
H

に
よ
る
刊
本
が
あ
る
に
も
持
ら
ず
党
文
を
、
し
か
も
〈
包
身
内
戸
か
ら
抜
出
し
た
ま
ま
の
か
た
ち
で
掲

げ
る
事
は
必
要
で
あ
る
、
何
故
な
ら
現
段
階
に
お
い
て
我
々
に
必
要
な
こ
と
は
、
原
文
そ
の
も
の
を
で
き
る
だ
け
正
し
く
理
解
し
よ

う
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
理
解
の
根
拠
と
経
過
と
を
、
自
己
及
び
抱
者
に
よ
る
検
討
が
容
易
で
あ
る
よ
う
な
か
た
ち
に
お
い

て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
)
、
そ
れ
に
私
自
身
の
訳
を
隙
し
、
最
少
限
の
コ
メ
ン
ト
を
階
す
、
と
い
う
か
た
ち
に
お
い

て
、
現
設
諸
に
お
け
る
こ
の
〈
不
生
、
し
か
も
随
喜
廻
向
〉
と
い
う
事
態
に
関
す
る
私
自
身
の
理
解
の
大
筋
を
提
示
す
る
事
に
し
よ

、っ。
四
、
不
生
と
題
喜
廻
向
、
大
乗
仏
教
の
或
立
の
た
め
の
実
質
的
な
条
件
と
し
て
の
:
:
・

a 

摂
本
的
な
設
定
と
し
て
の
「
不
生
」
と
い
う
こ
と

「
不
生
」
と
い
う
こ
と
は
、
『
八
千
填
般
若
」
第
一
章
に
お
い
て
、
「
菩
薩
も
ま
た
不
生
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
菩
薩
は
難
行
を
行

不
生
と
髄
喜
廼
向
(
津
田
)
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(
「
・
:
長
老
舎
利
弗
は
是
の
如
く
云
っ
た
、
「
菩
棄
は
不
生
で
あ
る
」
と
。
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
ま

こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
る
、
菩
薩
は
不
生
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
:
:
」

舎
利
弗
は
問
う
た
、
「
然
ら
ば
長
老
須
菩
提
よ
、
菩
能
性
の
み
が
不
生
な
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
菩
薩
の
諸
法
も
ま
た
不
生

な
の
で
あ
る
か
?
」

須
菩
提
は
答
え
た
、
「
菩
薩
の
諸
法
も
ま
た
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
不
生
で
あ
る
。
」

舎
利
弗
詰
謂
う
た
、
「
然
ら
ば
長
老
須
菩
提
よ
、
菩
麓
の
諸
法
の
み
が
不
生
な
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
一
切
知
者
で
あ
る

こ
と
も
ま
た
不
生
な
の
で
あ
る
か
?
」

須
菩
提
は
答
え
た
、
「
一
切
知
者
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
不
生
で
あ
る
。
」

(
舎
利
弗
は
さ
ら
に
)
問
う
、
「
然
ら
ば
、
長
老
須
菩
提
よ
、
一
切
知
者
で
あ
る
こ
と
の
み
が
不
生
な
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と

も
一
切
知
者
で
あ
る
こ
と
の
諸
法
も
ま
た
不
生
な
の
で
あ
る
か
?
」

(
須
菩
提
は
)
答
え
る
、
一
一
一
切
知
者
で
あ
る
こ
と
の
諸
法
も
ま
た
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
不
生
で
あ
る
。
」

問
う
、
「
然
ら
述
、
長
老
須
菩
提
よ
、
一
切
知
者
で
あ
る
こ
と
の
諸
法
の
み
が
不
生
な
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
異
生
も
ま

た
不
生
な
の
で
あ
る
か
?
」

答
う
、
「
異
生
も
ま
た
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
不
生
な
の
で
あ
る
。
」

問
う
、
「
然
ら
ば
、
長
老
須
菩
提
よ
、
異
生
の
み
が
不
生
な
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
異
生
の
諸
法
も
ま
た
不
生
な
の
で
あ

る
か
?
」

答
う
、
「
異
生
の
諸
法
も
ま
た
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
不
生
な
の
で
あ
る
。
」
)

こ
の
文
中
に
見
出
さ
れ
る

S
3旦
E
S
(
一
切
知
者
で
あ
る
こ
と
、

一
切
知
者
性
)
と
い
う
語
を
そ
の
前
後
に
お
け
る
ぎ
(Fr

不
生
と
随
喜
廼
向
(
津
田
)
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不
生
と
髄
喜
廼
向
(
津
田
)

1m 

(
需
二
)
「
そ
れ
で
は
、
長
老
須
菩
提
よ
、
不
生
な
る
法
に
よ
っ
て
不
生
な
る
証
得
が
証
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、

生
じ
た
る
法
に
よ
っ
て
不
生
な
る
証
得
が
証
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
?
」

(
答
二
)
「
そ
れ
で
は
(
逆
に
問
、
つ
が
)
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
不
生
な
る
法
が
生
じ
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
不
生
な
る
法

こ
そ
が
不
生
な
の
で
あ
る
か
?
」

(
爵
一
一
一
)
「
そ
れ
で
は
、
長
老
須
菩
提
よ
、
生
と
い
う
法
が
不
生
な
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
不
生
と
い
う
法
が
生
な
の
で
あ

る
か
?
」

(
答
三
)
「
生
と
い
う
法
が
不
生
と
い
う
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
長
老
舎
創
刊
弗
よ
、
説
か
る
べ
き
(
虞
理
の
言
葉
)
と
し

て
ひ
ら
め
き
現
わ
れ
(
る
こ
と
は
)
な
い
。
」

(
関
西
)
「
不
生
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
汝
に
対
し
て
、
長
老
須
菩
提
よ
、
説
か
る
べ
き
(
異
理
の
言
葉
)
と
し
て
、
小
い
か
か
み
一
c

、

(

抽

出

)

現
わ
れ
な
い
(
の
で
は
な
い
か
?
と

(
答
思
)
「
不
生
こ
十
が
(
ま
た
は
、
不
生
だ
け
が
)
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
(
翼
理
の
)
言
葉
な
の
で
あ
る
。
不
生
じ
十
が
(
ま
た

は
、
不
生
だ
け
が
)
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
ひ
ら
め
き
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
不
生
こ
そ
が
(
ま
た
は
、
不
生
だ
け
が
)
、
長
老
舎

利
弗
よ
、
(
唱
導
さ
る
べ
き
)
明
白
な
農
産
な
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
に
く
し
て
、
長
老
舎
利
弗
よ
、
(
不
生
と
い
う
量
一
理
が
)

究
極
的
に
ひ
ら
め
き
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
)

ポ
ジ
ン
ョ
ン

【
引
毘
2
}
に
お
い
て
「
不
生
」
と
い
う
こ
と
が
彼
ら
『
般
若
経
』
の
人
々
の
根
本
的
な
設
定
で
あ
る
こ
と
は
答
三
、
間
呂
、

答
自
に
集
中
的
に
現
わ
れ
て
い
る
官
。
t
F
p
t
(
ひ
ら
め
き
現
わ
れ
る
)
と
い
う
キ
l
ワ
i
ド
及
び
答
酉
に
お
い
て
き
三
志
(ZF

に
対
し
て
三
度
繰
返
し
て
附
さ
れ
て
い
る

2
9
と
い
う
強
調
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ツ
セ

1
ジ
に
お
い
て
有
三
F
F
p
t

誌
先
行
す
る
諸
訳
に
お
い
て
「
見
せ
か
け
の
こ
と
(
も
の
)
で
あ
混
」
(
平
川
彰
)
あ
る
い
辻
「
た
だ
か
か
か
ふ
い
か
だ
け
で
朽
」
(
梶

こ
の



山
雄
二
と
い
う
嵐
に
ど
ち
ら
か
と
云
う
な
ら
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
は
、
此
テ
ク
ス

ト
の
そ
も
そ
も
の
冒
頭
に
お
い
て
「
世
尊
」
(
釈
迦
牟
尼
仏
)
が
対
告
衆
の
須
菩
提
に
対
し
て
発
す
る

{
引
罵
3
】匂胃吋
m岱丘凶主汁肝

σ喜F
m伊竺μ立汁戸戸

H汁g③
mE戸σ芸F
{ロ宮戸=仲。

σぎO(ι円
F}『E戸巳仲宮5∞史g内

ω巳W江什立什宕〈品m伊官μ古ロ急m
p
P
5
E
附炉筈FF『mε戸吉∞
g9己汁=け吉ぐ品的伊官FEロ的仲ぎF訂5同口sHロ戸同胃)肖円
5伊丘-志印出詑凶ば
mpεμ芯日切)
h伊苛戸可吋
m戸巴戸広

H

ずぎO
(仏同罫}F玄戸己吟古

mz鈴主汁=汁芝ぐ附釦F
言
問
y
p
g汁
汁
ぐ
か
}
戸
]
足
。
い
山
叫
ん
さ
ん
可
。
言
EhrH戸
三
ミ

mqg弓
(
〈
己
込
山
1
9
w
H
Y
p
-
-
H
j
H
・∞)

(
須
菩
提
ょ
、
諸
の
菩
薩
摩
薩
は
般
若
波
羅
蜜
か
ら
姑
め
て
(
そ
の
同
じ
)
般
若
波
羅
蜜
へ
一
日
出
で
行
く
の
で
あ
る
が
、

こ
と
に
つ
い
て
汝
に
(
糞
理
の
言
葉
が
)
ひ
ら
め
き
現
わ
れ
よ
!
)

そ
の

と
い
う
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
顛
く
、
き
わ
め
て
肯
定
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
れ
に
続
い
て
舎
科
弗
は
須
菩
提
の
説
示
が

須
菩
提
自
身
の
「
般
若
の
明
自
な
巽
理
有
三

5
5
5
の
力
の
加
持
に
よ
っ
て
」
の
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
仏
の
威
神
力
に
よ
る

も
の
な
の
か
と
間
い
、
須
菩
提
は
そ
の
説
く
所
は
す
べ
て
「
如
来
の
プ
ル
シ
ャ
と
し
て
の
活
動
」

(
S
F
Z己
主
三
宮
2
2
5
3
)

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
有
印
江
吾
川
目
立
と
は
、
す
で
に
脹
の
誌
に
在
す
「
世
尊
」
た
る
教
主
・

釈
迦
牟
尼
で
誌
な
い
、
ど
こ
か
天
の
高
み
に
在
す
知
ら
れ
ざ
る
仏
・
如
来
の
加
持
に
よ
っ
て
究
極
の
巽
理
の
言
葉
が
ひ
ら
め
き
現
わ

れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
(
{
引
用
2
}
に
戻
る
が
)
「
不
生
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
が
そ
の
究
極
の

真
理
の
言
葉
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の

「
不
生
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
の
か
。

b 

世
界
が
「
不
生
で
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か

前
一
項
に
お
け
る
{
引
用
?
】
を
整
理
し
て
得
ら
れ
た
「
不
生
」
に
つ
い
て
の
六
層
の
命
題
は
、

N
d
三
え
さ
(
「
一
体
二
重
町
民
」
)
的

不
生
と
罷
喜
廻
向
(
津
田
)

三E



不
生
と
随
喜
廼
向
(
津
田
)

{ 

ノ、

に
同
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
二
つ
の
世
界
を
提
示
し
て
い
る

G

ひ
と
つ
は
菩
薩
た
ち
と
一
切
知
者
計
仏
た
ち
と
、
そ
し
て
異
生
た
ち
が

形
成
す
る
世
界
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
ら
菩
藍
た
ち
、
仏
た
ち
、
異
生
た
ち
の
「
諸
法
」
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
(
れ
は
こ
れ
ら
二
つ
の
)

世
界
は
、
ま
ず
直
観
的
に
は
、
そ
れ
を
異
生
な
い
し
は
そ
の
諸
法
の
世
界
(
そ
れ
が
ゴ

i
タ
マ
・
プ
ッ
ダ
が
そ
の
悟
り
の
根
本
体
験

に
お
い
て
そ
の
根
諒
的
な
存
在
相
に
お
い
て
観
る
こ
と
を
得
た
「
衆
生
生
死
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
、
遥
常
の
意
味
に
お
け
る
実
在

世
界
で
あ
る
の
で
あ
る
が
)
を
菩
麓
な
い
し
は
そ
の
諸
誌
の
世
界
が
包
含
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
一
切
知
者
日
仏
な
い
し
は
そ
の
諸
法

の
世
界
が
包
含
す
る
、
と
い
う
三
重
層
の
世
界
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
図

I
)
。

11 

国 I

つ
い
で
で
は
あ
る
が
、
こ
の
世
界
を
前
述
の
先
行
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
仏
教
思
想
史
の
全
体
像
に
引
き
つ
け
て
表
現
す
る
な
ら
、

そ
れ
は
三
倍
の
球
を
直
径
が
そ
れ
ら
と
等
し
い
円
借
の
中
に
重
ね
た
如
き
も
の
と
し
て
(
図

E
て
さ
ら
に
は
そ
の
円
筒
そ
の
も
の

と
し
て
(
圏
直
)
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

図
E
は
次
に
来
る
『
華
厳
経
」
に
お
い
て
直
ち
に
現
実
化
さ
れ
る
世
界
構
造
を
一
示
す
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
最
上
部
の
「
一
一
切
知

者
の
世
界
」
は
、
こ
の
「
華
厳
経
』
の
段
階
で
は
、
私
が
そ
れ
を
「
弥
勤
法
界
」
と
し
て
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
理
念
的
な
世
艇
な
の

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
中
間
部
分
と
し
て
の
「
菩
寵
の
世
界
」
を
点
線
で
示
し
た
の
は
、
こ
の
「
華
最
」
の
体
系
に
お
い
て
辻
菩
襲



行
(
日
付
「
菩
麓
の
諸
法
」
)
が
異
生
、
要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
普
通
の
人
間
、
の
世
界
と
「
一
切
知
者
の
世
界
」
と
を
包
括
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
三
つ
の
世
界
を
包
括
し
た
全
一
の
世
界
(
国
で
は
そ
れ
が
い
わ
ば
時
間
的
に
引
き
伸
ば
さ
れ
て

ち
ょ
う
ど
風
邪
薬
の
カ
プ
セ
ル
の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
)
が
理
念
と
現
実
と
が
そ
の
菩
薩
行
に
よ
っ
て
統

一
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
農
の
意
味
に
お
い
て
実
在
的
な
る
べ
き
世
界
と
し
て
の
華
厳
世
界
引
普
賢
法
界
、
す
な
わ
ち
〈
普
賢
菩
覆
の

マ
ン
ダ
ラ

行
の
捻
体
〉
(
∞
9
5
m
E
Z
芸
主
5
0
9
ミ
mF159ロ
与
と
と
な
の
で
あ
る
。

盟
国
は
そ
の
三
層
世
界
を
、
仏
教
思
想
史
の
尖
端
に
お
い
て
最
終
的
に
わ
れ
わ
れ
に
告
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
(
但
し
、
そ
れ
は
一

種
の
い
わ
ば
再
神
話
化

H
N
o
g
-
Z
H
o
m
F
E号

g肉
的
な
形
態
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
が
)
〈
開
放
系
〉
の
量
界
構
造
に
引
き
寄
せ
て

「一切の如来たちj
の

世界

、
、
、、

、、
、、

、、、，
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不
生
と
罷
喜
廼
向
(
津
呂
)

一
一
人

措
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
於
い
て
最
上
部
の
「
一
切
知
者
の
世
界
」
が
「
「
一
切
の
如
来
た
ち
」
の
世
界
」
で
あ
る
の
は
、
そ

の
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
思
想
史
に
お
い
て
〈
純
黙
た
る
密
教
〉
と
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
初
会
金
副
頭
経
』
(
∞
号

g
g吾川

F
l

m
3
5
2
5
=
z
g苦
吟
mwyhrg可
P
号
、
吋
∞
)
の
二
世
界
説
的
図
式
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
世
界
(
「
異
生
の
世
界
」
)
に
対
応
す

る
世
界
が
「
一
切
の
如
来
た
ち
」
の
集
合
体
と
し
て
の
「
金
磁
界
」
と
し
て
明
確
に
表
象
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ

の
「
一
切
の
如
来
た
ち
」
と
い
う
神
話
的
な
表
象
は
、
「
華
厳
経
」
に
お
い
て
辻
一

5
7非
神
話
化
的
に
覆
揺
さ
れ
討
の
で
あ
る
が
、

す
で
に
「
八
千
壊
般
若
」
の
諸
処
に
(
そ
の
一
番
よ
い
例
が
件
の
常
時
菩
薩
の
求
法
物
語
に
お
い
て
、
そ
の
前
に
立
ち
現
わ
れ
た

「
如
来
の
姿
」

(
g
§
R
9
g
i
m
E
Z
)
に
よ
っ
て
般
若
波
羅
蜜
の
説
者
法
上
菩
薩
の
岩
場
所
で
あ
る
ガ
ン
ダ
ヴ
ァ
テ
ィ

l

(
衆
香

域
)
と
そ
こ
に
お
け
る
法
上
菩
薩
の
説
法
の
有
様
を
教
示
さ
れ
、
卒
黙
と
し
て
三
味
に
入
っ
た
常
轄
の
そ
の
三
味
の
中
に
現
わ
れ
て

常
時
を
励
ま
し
た
無
量
無
数
の
「
金
色
の
身
体
」
を
し
た
「
如
来
た
ち
」
で
あ
る
が
)
そ
の
姿
を
現
わ
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

菌

I
の
表
象
に
一
戻
る
が
、
「
不
生
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
世
界
(
そ
れ
が
「
大
乗
」
の
世
界
、
あ
る
い
は
「
八
千
領
殻
若
」

郎
し
て
い
え
ば
「
大
乗
」
と
い
う
世
界
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
)
に
対
し
て
、
存
在
論
的
な
意
味
に
お
い
て
根
源
的
な
肯
定
を
い
う

も
の
と
し
て
あ
る
。
こ
の
深
い
肯
定
は
、
ご
く
最
近
私
が
或
る
書
物
を
通
じ
て
知
っ
た
暁
鳥
敏
の
言
葉

「
煩
悩
な
ん
て
そ
ん
な
も
の
無
い
ん
じ
ゃ
。
人
間
に
は
唯
仏
法
一
つ
し
か
無
い
ん
じ
ゃ
。
」

を
そ
れ
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
或
る
程
度
正
確
に
伝
え
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
「
大
乗
」
と
し
て
の
世
界
は
そ

の
よ
う
な
深
い
存
在
秩
序
に
お
い
て
、
在
る
の
だ
、
と
い
う
の
が
後
ら
「
般
若
経
」
の
徒
の
根
本
的
な
領
悟
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
深
い
存
在
秩
序
の
中
に
お
い
て
改
め
て
、
件
の
「
不
生
」
の
第
五
、
第
六
命
題
に
ニ
一
一
口
う
が
如
く
、
「
異
生
」
、
す
な
わ



〈
ブ
ッ
ダ
の
宗
教
〉
に
お
い
て
は
そ
の
現
実
が
本
質
的
に
畢
克
無
意
義
な
る
苦
で
あ
る
が
故
に
須
く

超
越
・
超
克
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
世
界
内
に
お
け
る
存
在
と
そ
の
行
為
(
渇
愛
の
自
然
の
発
露
と
し
て
の
人
間
的
な

愛
を
動
機
と
す
る
行
為
)
が
根
源
的
に
肯
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
人
間
の
存
在
と
そ
の
行
為
が
「
根
源
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
か
。
わ
れ
わ
れ
凡
夫
・

異
生
は
そ
の
生
の
本
質
た
る
無
明
日
渇
愛
の
自
然
の
発
現
に
従
っ
て
自
ら
の
頬
悩
の
生
を
積
極
的
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
で
は
な
い
。
〈
生
の
ジ
ャ

i
タ
カ
的
解
釈
〉
の
本
旨
か
ら
し
て
も
そ
う
で
は
な
い
し
、

ち
わ
れ
わ
れ
普
通
の
人
関
の
、

額
毅
若
」
そ
れ
自
体
に
お
い
て
も
異
生
の
生
は
菩
護
行
へ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
(
菌

E
に
示
し
た
よ
う
に
、

界
」
は
「
菩
薩
な
い
し
そ
の
諸
法
の
世
界
」
に
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
)
。

「
八
千

「
異
生
の
世

一
例
を
示
そ
う
。

{
引
用
4

】

三
}
5
5と
-HU}可戸
HGHH戸恥
WH戸
DP三
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三
g
m
S
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5
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S
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三
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E
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g
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市
山
口
可
三
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ミ

9
5
5
2
-
2
5寸
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〈

旦
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日
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∞j
-
-
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)

(
そ
の
と
き
、
長
老
舎
利
弗
は
長
老
須
菩
提
に
次
の
如
く
に
云
っ
た
、
「
そ
れ
な
ら
ば
、
私
が
長
老
須
菩
提
の
説
か
れ
た
こ
と
の

意
味
を
了
解
し
た
か
ぎ
ち
に
お
い
て
は
、
菩
藷
も
ま
た
不
生
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
長
老
須
菩
提
よ
、
も
し
菩
覆
も
ま
た

不
生
で
あ
る
の
な
ら
、
ど
う
し
て
菩
能
性
は
現
に
難
行
を
行
ず
る
の
で
あ
る
か
?
あ
る
い
は
諸
の
衆
生
の
為
に
そ
れ
ら
の
あ
ら
ゆ

る
苦
し
み
を
自
ら
進
ん
で
具
さ
に
訴
め
る
こ
と
を
敢
え
て
す
る
の
で
あ
る
か
?
」
)

こ
こ
に
於
け
る
設
問
は

{
引
用
2
}
の
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
け
る
設
問
と
僅
か
な
が
ら
そ
の
趣
旨
を
異
に
し
て
い
る
。
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一
一
一
(
)

「
不
生
」

菩
薩
と
い
う
存
在
者
が
努
力
し
て

「
一
切
知
者
」
の
境
界
と
菩
寵
の
境
界
と
が
そ
の

で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
一
切
知
者
性
」
と
い
う

E
標
を

E
指
す
べ
き
者
で

用
2

】

の
そ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
、

あ
る
こ
と
を
当
然
の
詰
提
と
し
て
、

な
ら
ば
、
す
で
に

「
不
生
」
と
い
う
点
に
お
い
て
同
一
で
あ
る

の
境
界
に
向
か
っ
て
努

力

す

る

必

要

が

あ

る

の

か

、

菩

薩

と

い

う

存

在

が

す

で

に
「
援
源
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
」
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
菩
寵
に
と
っ
て
、
本
来
自
己
超
越
の
努
力
で
あ
る
筈
の
菩
寵
行
を
、
し
か

も
他
者
の
た
め
に
自
ら
進
ん
で
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
を
経
験
す
る
、
と
い
う
難
行
の
か
た
ち
に
お
い
て
行
ず
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ

る
か
、
と
い
う
関
い
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
答
は
、
す
で
に
、
菩
薩
と
辻
そ
の
本
実
に
お
い
て

菩
護
行
を
行
ず
る
存
在
な
の
で
あ
る
か
ら
、
菩
藍
と
い
う
存
在
が
「
根
源
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
」
の
辻
菩
寵
が
菩
薩
行
を
行
ず
る

か
ぎ
り
に
於
て
な
の
だ
、
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
す
で
に
、
菩
薩
と
は
「
異
生
」
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
普

な
ぜ
そ
れ
が
苦
し
み
を
忍
ぶ
、
と
い
う
か
た
ち
に
於
け
る
難
行
で
な
け
れ
ば
な

ま
だ
、
何
か
が
明
確
に
解
つ
て
は

で
あ
る
菩
露
が
ど
う
し
て
再
じ
く
「
不
生
」

「
一
切
知
者
」

と
い
う
の
が
そ
の
設
問
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

こ
こ
に
お
い
て
は
、

通
の
人
需
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、

ら
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
に
は
ま
だ
答
え
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
要
す
る
に
、
彼
ら
に
は
、

そ
の
こ
と
は
こ
れ
に
続
く
次
の
如
き
パ
ッ
セ
i
ジ
に
お
い
て
直
ち
に
露
わ
に
な
る
。

い
な
い
の
で
あ
る
。
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べ
き
で
あ
る
、
と
:
・
:
G
そ
し
て
同
様
に
一
切
の
衆
生
に
対
し
て
次
の
知
き
想
い
が
起
こ
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
私
に
よ
っ
て
こ

れ
ら
一
切
の
衆
生
は
捨
て
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
、
私
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
一
切
衆
生
誌
無
量
の
苦
蓮
か
ら
解
放
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
私
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
し
て
悪
心
は
起
こ
さ
れ
て
誌
な
ら
な
い
、
た
と
へ
(
私
の
身
体
が
彼
ら
に
よ
っ
て
)

百
回
も
窃
断
さ
れ
て
も
:
:
。
実
に
菩
薩
摩
訴
薩
に
よ
っ
て
是
の
如
き
心
が
起
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
彼
が
是
の
如
き
心
の

者
と
し
て
住
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
(
自
ら
)
難
行
を
行
じ
つ
つ
あ
る
者
で
あ
る
と
の
想
を
も
っ
て
行
を
行
ず
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
(
自
ら
)
難
行
を
行
ず
る
者
で
あ
る
と
の
想
に
住
す
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
己
)

こ
の
答
え
に
お
い
て
、
間
い
の
方
向
は
畠
、
げ
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
間
い
に
は
答
え
ら
れ
て
い
な
い
。
間
い
は
、
世
界
が
な

い
し
は
そ
の
世
界
内
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
人
間
の
存
在
が
「
根
源
的
に
肯
定
せ
ら
れ
て
い
る
」
の
に
、
し
か
も
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に

と
っ
て
難
行
を
行
ず
る
こ
と
が
何
故
必
要
な
の
か
、
と
問
う
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
に
於
い
て
は
依
然
と
し
て
、
そ

の
難
行
を
行
ず
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
、
た
だ
し
、
そ
れ
を
苦
し
い
と
は
思
わ
ず
、
楽
し
い
と
思
っ
て
行
ぜ
よ
、
と
教
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
故
難
行
が
必
要
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
依
然
と
し
て
答
え
が
与
え
ら
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

彼
ら
に
は
多
分
、
荷
か
が
解
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
で
辻
、
そ
の
荷
か
と
辻
荷
か
?
そ
れ
辻
、
こ
の
〈
不
生
、
し
か
も
藷

喜
・
廼
向
〉
と
い
う
こ
と
が
彼
ら
の
眼
前
に
あ
っ
て
彼
ら
の
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
大
乗
」
と
し
て
の
世
界
の
根
本
的
な
事
態
な

の
で
あ
る
、
と
い
う
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
辻
そ
の
「
大
乗
」
と
い
う
苦
界
を
、
そ
れ
が
「
不
生
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
す

あ

な
わ
ち
、
或
る
深
い
存
在
秩
浮
に
お
い
て
根
源
的
に
在
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
、
い
う
な
れ
ば
、
た
だ
「
在
り
と
し
て
在
る
」
の
だ
、

と
い
う
こ
と
は
解
っ
て
い
た
c

そ
し
て
そ
の
世
界
の
深
い
存
在
秩
序
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
人
間
の
そ
の
人
関
的
な
存
在
の
意
義
が
根

源
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
も
解
っ
て
い
た
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
一
方
に
お
い
て
世
界
の
そ
の
根
本
的
な
「
在



り
て
在
る
」
あ
り
方
、
(
キ
ワ
ス
ト
教
教
学
的
に
言
え
ば
最
初
か
ら
)
終
末
論
的
な
完
成
状
惑
に
お
い
て
在
る
あ
ち
方
、
(
親
驚
教
学

的
に
一
言
う
な
ら
ば
)
自
然
法
爾
的
に
在
る
あ
り
方
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
の
世
界
が
そ
の
中
に
生
き
る
信
々
の
入
閣
の
行

為
(
そ
の
行
為
の
本
質
が
問
題
で
為
る
わ
け
で
あ
る
が
)
に
よ
っ
て
不
断
・
刻
々
に
、
そ
の
存
在
を
荷
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
も
解
っ
て
い
た
。
た
だ
、
彼
ら
に
は
こ
の
、
彼
ら
自
身
の
言
葉
で
、
〈
不
生
、
し
か
も
、
騒
喜
・
廻
向
〉
と
い
う
弁

証
法
的
な
事
態
が
、
そ
の
「
大
乗
」
と
し
て
の
世
界
に
と
っ
て
の
根
本
的
会
事
態
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
解
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
彼
ら
の
そ
の
理
解
(
と
そ
れ
が
負
っ
て
い
る
制
約
と
)
を
外
か
ら
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
の
思
想
史
的
視
位
に

立
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
〈
不
生
、
し
か
も
、
障
喜
・
廼
向
〉
が
そ
の
世
界
に
と
っ
て
の
根
本
的
な
事
態
な
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
の
了
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
事
態
の
更
な
る
意
味
(
そ
れ
が
何
の
何
な
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
:
:
:
)
を
跨
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
自
身
の
〈
開
放
系
〉
の
視
笠
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
世
界
を
そ
の
「
身
体
性

と
生
命
」
と
し
、
そ
の
上
に
「
頭
一
つ
を
出
し
た
」
〈
開
放
系
の
神
〉
の
生
命
の
機
制
を
表
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

同
じ
こ
と
を
別
の
角
度
か
ら
見
て
み
よ
う
。
私
た
ち
人
間
は
、
そ
の
世
界
の
中
に
お
い
て
そ
の
存
在
の
意
義
を
「
根
源
的
に
肯
定

ぎ
ょ
う

さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
肯
定
は
、
わ
れ
わ
れ
に
一
生
に
亘
る
苦
し
い
行
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
摂
り
の
も
の
な
の
で

あ
る
、
と
い
う
c

で
は
、
人
間
の
こ
の
苦
し
い
行
の
必
然
性
に
お
け
る
存
在
意
義
は
何
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
た
だ

一
つ
、
そ
の
世
界
の
意
味

(
2
5
)
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
世
界
の
意
味
と
は
何
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
神
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
神
と
は
、
い
か
な
る
存
在
者
な
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
そ
れ
自
身
の
い
か
な
る
「
目
的
」
か
ら
し
て
わ
れ
わ
れ
を
こ
の

依
然
と
し
て
苦
な
る
人
間
世
界
の
中
に
あ
っ
て
力
行
し
て
一
生
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
存
在
せ
し
め
よ
う
と
す
る
の
か
。

私
の
こ
の
よ
う
な
設
問
は
、
現
行
の
所
謂
近
代
合
理
主
義
仏
教
学
に
は
、
蓋
し
異
様
な
も
の
と
し
て
映
る
で
あ
ろ
う

G

し
か
し
、

不
生
と
髄
喜
廻
向
(
津
田
)
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立E

〈
開
放
系
〉
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
、
こ
の
持
と
い
う
問
題
設
定
こ
そ
は
、
仏
教
学
の
本
来
の
姿
な
の
で
あ
る
。
仏
教
思

想
の
全
歴
史
を
貫
い
て
そ
の
根
底
に
存
し
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
そ
の
刻
々
に
、
そ
し
て
そ
の
尖
端
に
お
い
て
カ
イ
ロ
ス
的
に
自
己

「
E
的
論
的
理
性
」
た
る
そ
の
神
は
、
も
ち
ろ
ん
『
八
千
領
般
若
」
の
テ
キ
ス
ト
の
背
後
に
も
厳
然
と
し
て
存
在
し
て

私
自
身
の

を
告
知
す
る

討
を

そ
れ
は
現
に
ど
の
よ
う
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
検

か
ら
さ
ら
に
「
龍
喜
・
廻
向
」
へ
と
進
め
ね
ば
な
ら
会
い
。
し
か
し
、
紙
幅
も
尽
き
た
今
、
私
は
「
不
生
」
の
場
合

に
も
ま
し
て
そ
れ
を
叙
述
す
る
た
め
に
多
く
の
民
用
を
必
要
と
す
る
「
随
喜
・
建
向
」
の
諸
引
用
の
う
ち
、
そ
の
最
後
の
方
に
来
る

一
例
を
示
し
て
、
こ
の
論
考
に
一
旦
の
区
切
り
を
つ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
一
例
と
は
、
本
テ
キ
ス
ト
の
第
六
章
、
文
字
通
り
ノ

「
随
喜
と
廻
向
」
に
つ
い
て
説
く
と
こ
ろ
の
そ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
務
り
近
く
、
十
方
世
界
に
お
い
て
過
去
・
未
来
・
現
在
に
お
い
て

同
時
的
(
也
氏
。

zstm)
に
存
在
す
る
無
量
無
数
の
一
切
の
如
来
た
ち
の
一
切
の
「
諸
法
」
を
菩
薩
が
随
喜
し
、
そ
し
て
そ
れ

(
単
数
)
を
自
ら
の
無
上
正
等
覚
に
向
っ
て
廻
向
す
る
場
合
の
そ
の
廻
向
に
つ
い
て
い
う
次
の
如
き
文
章
で
あ
る
。

「
不
生
」

い
る
。

で
は
、
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こ
の
引
用
に
対
し
て
は
ま
ず
、

そ
の
問
題
部
分
に
対
応
す
る
西
義
訳
を
一
不
し
、
次
に
そ
の
酉
蔵
訳
に
導
か
れ
て
の
私
訳
を
掲
げ
る
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(
そ
の
)
瞳
喜
を
惇
っ
た
〈
福
徳
と
し
て
の
事
行
〉
を
無
上
正
等
覚
に
向
っ
て
我
は
廼
向
し
よ
う
、

て
、
(
そ
の
菩
護
憲
訴
薩
が
次
の
如
く
に
)
語
を
発
す
る
と
し
よ
う
、
「
(
こ
の
廼
向
が
我
に
)
無
上
正
等
覚
を
実

現
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
」
と
。
(
そ
の
場
合
)
ど
の
よ
う
に
(
考
え
て
廻
向
)
し
た
ら
そ
の
菩
薩
摩
詞
護
に
想
の
顛

慣
が
な
く
、
心
の
顛
倒
が
な
く
、
見
の
顛
倒
が
な
い
(
こ
と
が
可
能
)
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
(
菩
薩
摩
諒
薩
)
が
建
向
し

つ
つ
次
の
如
く
に
考
察
す
る
な
ら
、
す
な
わ
ち
、
「
そ
れ
ら
諸
法
は
す
で
に
滅
尽
し
、
滅
し
、
去
号
、
変
易
し
た
と
こ
ろ
の
も

の
で
あ
る
、
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
お
い
て
そ
れ
(
ら
諸
法
の
総
捧
)
が
廻
向
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
そ
の
法
が
不
滅
で
あ
る
(
よ

う
に
)
と
(
念
じ
つ
つ
)
そ
の
よ
う
に
(
廼
向
す
る
な
ら
)
、
そ
れ
(
ら
諸
法
の
総
体
は
正
し
く
)
無
上
正
等
覚
に
お
い
て
建

(
か
く
の
如
く
に
随
喜
し
て
、

と
(
考
え
)

向
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
)

こ
の
用
例
に
、
お
い
て
先
ず
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
単
数
形
に
お
け
る
吉
宅
島
ユ
ユ
4
2
Z
と
い
う
語
で
あ
る
。

}qfP2

4
9
m
Z
、
す
な
わ
ち
持
業
釈
、
所
語
再
体
の
依
主
釈
と
し
て
の
「
行
為
と
し
て
の
事
H
H

事
と
し
て
の
行
為
」
は
そ
の
言
葉
自
体
と
意

味
と
に
お
い
て
奇
し
く
も
フ
イ
ヒ
テ
の
↓
m
E
F
E
E
S
m
(
事
行
)
の
概
念
に
一
致
し
て
い
る
。
「
大
乗
」
と
し
て
の
世
界
の
内
実
を

な
す
と
こ
ろ
の
過
去
・
現
在
・
未
来
に
亘
つ
て
の
同
時
牲
に
お
い
て
存
在
す
る
無
量
無
数
の
「
一
切
の
如
来
た
ち
」
の
「
諸
法
」
と

不
生
と
随
喜
廼
向
(
津
田
)
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プミミ

は
、
そ
れ
を
本
質
的
に
い
う
な
ら
そ
れ
ら
福
徳
、
他
者
に
対
す
る
善
き
働
き
か
け
と
し
て
の
宵
ぞ
を

g
g
の
無
尽
な
る
全
体
で
あ

る
。
そ
れ
が
上
の
毘
例
に
お
い
て
単
数
で
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
一
笛
の
稔
体
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
菩
薩
は
そ

の
一
な
る
豆
大
な
総
体
を
こ
の
「
龍
喜
・
廻
向
の
章
」
の
常
套
の
匂
を
以
っ
て
い
う
な
ら
「
同
時
的
な
る
一
一
衆
と
し
て
捉
え
、
そ
れ

を
圧
縮
し
、
一
つ
の
匡
子
状
に
な
し
、
自
分
と
等
し
い
大
き
さ
に
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
し
て
」
(
色
町
立
吉
日
与
ESHMH5J}19

日

)SAYs

-
言

m
p
g
q色
言
か
)
、
そ
れ
を
「
最
上
の
薩
喜
と
と
も
に
」
自
己
の
無
上
正
等
覚
に
向
か
っ
て
廼
向
す
る
。
こ
の
廻
向
の
構
想
は
神

話
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
た
び
こ
こ
に
}
三
志

1
5
m
Z
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
と
き
事
態
は
一
挙
に
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ

マ
ン
ダ
ラ

は
す
で
に
『
華
厳
経
」
に
お
け
る
華
厳
世
界
、
す
な
わ
ち
、
普
賢
菩
薩
の
利
他
行
・
菩
薩
行
の
無
尽
な
る
総
体
の
無
時
間
的
な
現
成

の
構
想
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

「
華
厳
経
」
に
お
い
て
、
大
菩
薩
普
賢
が
そ
の
「
不
可
説
不
可
説
仏
剰
微
塵
数
劫
」
の
過
去
を
尽
し
て
そ
の
す
べ
て
を
実
践
し
成

マ
ン
ダ
ラ

就
し
た
一
切
の
菩
寵
行
の
一
つ
と
し
て
残
す
こ
と
な
き
総
体
と
し
て
の
華
厳
垂
界
は
、
誰
か
或
る
一
人
の
入
が
そ
の
世
界
の
理
念
を

理
解
し
(
信
)
、
そ
れ
を
自
ら
の
理
想
と
し
て
受
け
容
れ
(
穎
て
そ
の
理
想
を
実
現
す
べ
く
そ
の
実
践
(
菩
護
)
に
踏
み
出
し
た
と

き
、
そ
の
最
初
の
一
歩
に
お
い
て
無
時
間
的
に
、
そ
し
て
、
そ
の
完
全
な
完
成
態
に
お
い
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
の

人
一
人
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
人
々
に
対
し
て
現
成
す
る
。
こ
の
構
想
を
『
八
千
領
般
若
』
に
適
用
す
る
な
ら
ば
龍
喜
と

は
ま
さ
に
そ
れ
ら
一
切
の
如
来
た
ち
の
「
諸
法
」
、
す
な
わ
ち
福
徳
と
し
て
の
事
行
の
総
体
と
し
て
の
「
大
乗
」
世
界
の
理
念
に
対

し
て
、
そ
れ
を
同
意
的
に
(
喜
ん
で
)
受
け
容
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
入
が
そ
の
理
念
に
お
い
て
自
ら
の

存
在
を
そ
の
事
行
の
最
初
の
一
つ
と
な
し
た
と
き
、
そ
の
事
行
に
却
し
て
一
切
の
事
行
の
巨
大
な
総
体
と
し
て
の
「
大
乗
」
世
界
辻

勝
義
に
お
け
る
現
実
の
も
の
と
し
て
一
気
に
現
成
す
る
筈
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
世
界
と
し
て
の
事
行
の
総
体
は
件
の
「
深
い
存
在
秩
序
」
に
お
い
て
三
世
間
時
的
に
厳
然
と
し
て

存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
現
実
の
、
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
待
問
性
、
空
間
の
遠
近
法
的
な
制
約
、
そ
し
て
主
観
と
客
観
に
よ



る
構
成
の
世
界
に
住
を
人
需
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
依
然
と
し
て
単
な
る
理
念
の
世
界
に
遇
、
き
ず
、
ま
た
、
そ
の
世
界
の
内
実
と
し
て

の
如
来
た
ち
の
行
為
と
し
て
の
「
諸
法
」
は
{
引
用
6
}
の
表
現
に
よ
る
な
ら
(
こ
れ
は
過
去
世
の
如
来
た
ち
に
摂
つ
て
の
表
現
な

の
で
あ
ろ
う
が
)
「
す
で
に
滅
尽
し
、
滅
し
、
去
り
、
変
易
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
誰
か
入
が
そ
の
世
界

の
理
念
に
従
っ
て
そ
れ
に
投
帰
し
て
自
ら
の
存
在
を
一
つ
の
事
行
へ
と
規
整
し
た
と
き
(
要
す
る
に
具
体
的
な
利
他
の
仔
為
に
踏
み

出
し
た
と
き
て
そ
の
世
界
は
勝
義
に
お
い
て
現
実
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
人
一
人
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
人
以
外
の
す
べ

て
の
人
々
に
対
し
て
も
現
成
し
、
そ
し
て
そ
の
人
一
人
の
行
為
の
不
断
の
持
続
に
お
い
て
「
不
滅
」
の
も
の
と
し
て
保
た
れ
る
、
と

い
う
こ
と
が
そ
こ
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
筈
な
の
で
あ
る
。

で
は
そ
の
行
為
に
対
し
て
、
『
八
千
額
放
若
」
に
お
い
て
は
、
何
故
、
こ
と
さ
ら
に
「
問
時
的
な
る
一
緊
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
を

圧
縮
し
、
匡
子
状
に
な
し
、
自
分
と
等
し
い
大
き
さ
に
コ
ン
ト
ラ
ク
ト
し
て
」
と
い
う
神
話
的
な
表
現
が
痩
窮
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
実
辻
私
辻
、
こ
の
点
に
、
私
た
ち
人
間
(
小
プ
ル
シ
ャ
)
の
「
衆
生
生
死
」
的
総
誌
を
そ
の
身
体
と
し
、
し
か
も
そ
の
そ
れ
ぞ

れ
の
小
プ
ル
シ
ャ
と
一
対
一
に
対
応
し
て
い
る
巨
大
な
ア
ン
ト
ロ

i
ポ
ス
・
入
神
、
と
い
う
件
の
「
リ
グ
・
ヴ
ェ

i
ダ
」
の
プ
ル
シ
ャ

(
大
プ
ル
シ
ャ
)
の
観
念
の
反
映
を
見
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
(
未
完
)

註(
l
)
 
『
或
畠
山
仏
教
研
究
所
紀
要
』
第
十
一
号
特
別
号
『
仏
教
思
想
史
論
集
」
、
一
九
八
八
年
三
月
、
成
田
出
新
勝
寺
。
本
稿
誌
多
少
の
加
筆
を

し
て
拙
著
『
ア
i
ラ
ヤ
的
世
界
と
そ
の
梓
」
、
大
蔵
出
版
、
一
九
九
人
年
、
に
再
録
し
た
。

(
2
)
 
「
論
評
・
隷
起
に
つ
い
て
i
i
私
の
如
来
露
思
想
批
判
i
i
s」
、
『
鞠
淳
大
事
錦
教
事
部
論
集
』
第
十
七
競
、
昭
和
六
十
一
年
十
月
。

松
本
史
朗
『
縁
起
と
空
・
如
来
議
思
想
批
判
』
、
大
蔵
出
版
、
一
九
八
九
年
七
月
、
九
三
頁
以
下
参
黒
。

松
本
氏
前
掲
書
、
九
四
頁
。

(
3
)
 

(
4
)
 不

生
と
麺
喜
廻
向
(
津
田
)

ーじ



不
生
と
髄
喜
廻
向
(
津
田
)

ノ又

(
5
)
 
津
田
諒
掲
書
、
八
一
真
以
下
参
照
。

(
8
)
 
関
、
入
二
頁
。

(
7
)
 

百
ゴ
ス

ブ
ッ
ダ
の
根
本
的
な
異
理
の
言
葉
と
し
て
の
苦
・
集
・
滅
・
道
の
四
諦
に
お
け
る
根
拠
の
位
層
を
形
成
し
て
い
る
有
(
集
諦
と
し
て
の
渇

愛
)
の
こ
の
特
殊
な
存
在
機
能
辻
、
こ
の
根
本
的
な
ロ
ゴ
ス
の
成
立
を
支
え
て
い
る
最
終
的
な
事
態
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
れ
は

の
法
」
と
い
う
一
言
葉
(
そ
れ
は
、
?
」
の
事
態
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
)

ーー「
予

、ー

に
よ
っ
て
指
し
示
さ
れ
る
以
外
に
は
な
い
。
私
が
い
ま

「
こ
の
法
」
と
い
っ
た
と
き
、
私
の
念
頭
に
辻
玄
〈
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
の
い
わ
ゆ
る
「
説
法
語
藷
」

の
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、

「
南
伝

大
蔵
経
」
第
三
巻
に
お
け
る
そ
の
言
葉
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
我
の
詮
得
せ
る
北
法
は
甚
深
に
し
て
難
見
、
難
解
、
:
・
:
・
至
徴
に
し
て
智
者
の
み
龍
く
知
る
所
な
り
。
然
る
に
地
衆
生
は
阿
頼
蔀
を
楽

し
み
、
陣
頭
部
を
款
ぴ
、
同
頼
部
を
喜
ぶ
o
-
印
し
て
荷
額
部
を
楽
し
み
、
阿
頼
蔀
を
欣
び
、
阿
頼
郡
を
喜
ぶ
衆
生
に
あ
り
て
は
、
こ
の
縁
依

生
・
縁
起
な
る
庭
は
難
見
な
り
、
ま
た
、

な
h

リ
。
若
し
我
、
法
を
説
く
と
も
地
入
、
我
を
了
解
せ
ず
廷
我
〔
徒
に
〕
疲
努
菌
懇
せ
ん
の
み
。
」
(
入
頁
)
。

一
切
諸
行
の
寂
止
、

一
切
の
依
の
棄
捨
、
渇
愛
の
減
輩
、
離
、
減
、
浬
襲
な
る
慮
も
亦
甚
だ
難
見

こ
の
傍
線
部
分
に
対
応
す
る
原
パ

1
リ
語
は
そ
れ
ぞ
れ
巳
E
E
2
9苦
広
告
官
寸

FPHgHMHV-E-EmwHMHEmpH)209
三
芯
℃
m
w
t
o
o
p
E
B
F

E
主
o
u
E
9
5
5
F
k
y
o
f
F
P
H
g
H恒三門戸己
(EmwmmwHM戸
百
三
5
9苦
言
σσ
室内
WHMHryhpEZ59Fo--::
三
三
島
F
c
E
σ
ゲ

mpHg告
で
あ
り
、

『
高
伝
」
の
(
渡
辺
黒
宏
博
士
に
よ
る
)
訳
が
語
学
的
に
全
く
正
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
学
の
レ
ヴ
エ

ル
を
内
容
的
に
更
に
一
歩
蕗
み
込
む
と
、
そ
こ
に
宣
ち
に
一
つ
の
開
題
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
文
に
お
い
て
「
此
法
」

こ
と
わ
号

と
は
、
郎
、
「
匙
縁
性
・
隷
起
」
と
い
う
嘉
(
吾
川
吉
向
、
そ
の
事
実
的
な
正
し
さ
が
確
定
的
吾

5w
で
あ
る
と
こ
ろ
の
事
象
)
の
こ
と
で
あ

る
こ
と
に
な
る
が
、
仮
り
に
「
此
法
」
を
四
諦
と
い
う
事
実
的
な
翼
理
を
支
え
て
い
る
(
そ
の
翼
理
を
異
理
た
ら
し
め
て
い
る
)
根
拠
の
位

震
と
し
て
の
有
の
巽
理
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
「
此
法
」
と
「
こ
の
此
縁
性
・
縁
起
な
る
麗
」
と
は
全
詞
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
此
縁
性
・
縁
起
」
は
、
こ
の
冨
〈
の
文
肱
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
十
二
縁
起
に
お
け
る
流
転
と
還
滅
と
の
機
能
(
無
明
が
あ
れ

ば
必
ず
行
が
あ
り
、
乃
至
、
生
が
あ
れ
ぜ
必
ず
老
死
が
あ
る
、
逆
に
無
明
が
滅
す
れ
ば
必
ず
行
が
滅
し
、
乃
至
、
生
が
滅
す
れ
ば
必
ず
老
死



が
滅
す
る
、
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
一
方
的
な
展
需
と
消
滅
と
の
機
部
)
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
宥
の
事
象
一
面
に
お
け
る
し
か
も

こ
と
わ
ち

局
限
さ
れ
た
表
現
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
の
、
「
一
切
諸
行
の
寂
止
、
:
:
:
浬
繋
」
と
い
う
麗
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は

み
よ
う

す
べ
て
、
そ
の
有
の
存
在
接
続
を
静
止
的
に
〈
無
明
と
明
と
の
需
極
講
造
〉
と
し
て
促
え
た
と
き
の
〈
明
の
極
〉
、
〈
明
と
い
う
謹
〉
と
い
う

一
面
(
そ
れ
は
或
る
一
人
の
入
閣
の
入
正
道
討
〈
現
法
的
発
行
〉
と
い
う
実
践
の
結
果
と
し
て
現
成
す
る
)
の
み
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

こ
と
わ
り

し
か
し
、
私
が
冨
〈
に
お
け
る
こ
の
「
此
法
」
と
「
慮
」
と
の
、
厳
密
に
言
え
ば
正
し
い
と
は
言
い
得
な
い
再
定
に
特
別
の
興
味
を
引

か
れ
る
の
は
、
止
処
に
「
中
論
』
第
二
十
四
口
問
、
植
な
ら
ぬ
「
観
四
諦
品
」
の
第
十
八
掲
、
所
謂
「
三
詩
掲
」
に
お
け
る
龍
樹
の
致
命
的
な
、

い
や
、
そ
れ
以
後
の
仏
教
学
の
大
き
な
部
分
を
巨
大
な
迷
妄
、
或
い
は
無
意
味
の
体
系
へ
と
導
い
た
運
命
的
な
(
誤
れ
る
)
再
定
と
呼
応
す

る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
観
四
諦
品
」
第
十
八
億
の
原
文
は
言
、
つ
ま
で
も
な
く

EqH)吋
伊
豆
可

2
9
H
H
E
吾
主
m
w
f
s
ロ
V195HMHSH吋
H
U
E
S
}
4
5
9
F⑦
¥

m
p
H
)門
戸
百
戸
む
け
い
門
戸

HH)肺
門
戸

m
q
m
w
百
円

hHH
右
主

E
宮内
H
E
E
~
4
m
w
B
P
~

で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
(
諸
家
の
熟
れ
た
訳
か
ら
一
度
距
離
を
と
っ
て
)
最
も
初
歩
的
な
、
文
字
通
り
の
訳
を
試
み
る
な
ら
、
そ
れ
は
次

の
顛
く
に
な
る
。

一
般
に
)
縁
起
(
と
い
う
李
斡
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
事
態
)
が
、
存
在
し
て
い
る
。
(
そ

の
縁
起
と
い
う
事
惑
を
)
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
空
笠
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
(
日
空
性
)
は
〈
相
荻
に
よ

「
(
こ
の
現
実
世
界
の
内
に
お
い
て
、

る
仮
設
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
中
道
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

「
観
四
諦
品
」
の
文
、
肱
に
お
い
て
、
龍
樹
詰
ま
ず
、
こ
の
現
実
の
世
界
に
お
い
て
盟
諸
と
い
う
プ
ッ
ダ
の
「
図
式
」
が
絶
対
的
な
巽
理
と

し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
四
諦
と
い
う
事
態
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
根
拠
と
し
て
の
有
の
機
能
を
「
空
性
」

と
い
う
言
葉
で
指
し
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、
龍
輯
は
(
『
中
論
』
の
龍
樹
が
大
乗
仏
教
の
世
界
を
で
は
な
く
、
ブ
ッ
タ

が
そ
れ
を
上
か
ら
、
超
越
の
視
位
か
ら
衆
生
生
死
智
の
内
容
と
し
て
観
た
と
こ
ろ
の
、
こ
の
現
実
の
世
界
を
見
て
い
た
、
と
い
う
彼
の
根
本

不
生
と
漉
喜
廻
向
(
津
留
)
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不
生
と
随
喜
廻
向
(
津
田
)

一一一一。

的
の
錯
視
に
つ
い
て
は
今
は
論
じ
な
い
こ
と
と
し
て
:
:
:
)
正
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
、
彼
は
そ
の
運
命
的
な
(
私
た
ち
現
代
の

仏
教
学
者
に
と
っ
て
運
命
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
)
錯
視
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
は
じ
め
、
そ
の
有
(
私
の
言
葉
で
い
う

〈
女
性
単
数
の
き

2
5
9〉)
の
究
極
的
な
事
態
を
目
し
て
そ
れ
を
「
空
性
(
H
U

空
と
い
う
こ
と
)
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
「
空
性
」
と
い
う
指
示
の
語
そ
れ
自
体
は
究
謹
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
来
、
そ
れ
以
上
遡
っ
て
そ
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
筈

の
も
の
、
あ
る
い
は
、
更
に
「
空
性
」
と
は
何
か
、
と
関
わ
れ
た
ら
、
同
語
反
覆
的
に
、
有
が
そ
の
様
十
究
極
的
な
わ
り
方
に
お
い
て
や
る

あ

う

こ
と
で
あ
る
と
答
え
る
以
外
に
は
な
い
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
(
因
み
に
「
そ
の
操
な
究
握
的
な
在
り
方
」
と
は
唯
一
普
遍
の
有

-
F
E
た

る
無
明
・
港
愛
が
あ
る
一
人
の
人
障
の
〈
現
法
的
党
行
〉
に
よ
っ
て
、
明
へ
と
変
る
(
渇
愛
は
滅
す
る
)
、
と
い
う
、
そ
の
驚
く
べ
き
事
惑

の
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
が
-
-
-
・
)
。
し
か
し
、
『
中
論
」

で
は
空
性
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問

い
を
慣
例
い
、
そ
れ
に
対
し
て
自
ら
「
空
性
と
は
縁
起
の
こ
と
で
あ
る
」
と
答
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

の
龍
樹
は
、
重
ね
て
、

で
は
、
「
空
性
と
は
縁
起
の
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
龍
樹
の
同
定
が
ど
の
様
な
意
味
に
お
い
て
一
笛
の
錯
視
、
仏
教
を
そ
の
本
来
の

立
場
か
ら
逸
脱
さ
せ
た
藷
視
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
鑓
の
「
縁
起
」
が
、
玄
〈
の
「
隷
起
」
が
十
二
縁
起
の
そ
の

縁
起
、
す
な
わ
ち
、
入
障
の
生
の
現
実
と
(
修
道
を
通
じ
て
の
)
そ
の
現
実
の
超
克
の
可
能
性
と
い
う
プ
ッ
ダ
本
来
の
関
心
に
爵
わ
る
実
践

的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
「
隷
起
」
に
対
志
す
る
漢
訳
の
訳
語
「
衆
因
縁
生
法
」
あ
る
い
は
次
な
る
第
十
九
喝
の
「
一
法
」

あ
る
い
は
「
一
窃
法
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
そ
れ
を
信
う
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
こ
の
現
実
世
界
の
内
の
鋸
々
の
事
物
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く

つ
か
の
国
と
縁
の
結
合
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
富
有
の
本
質
あ
る
い
は
自
己
同
一
性
の
原
理
、
要
す
る
に
自

性
(
君
主
)
F
P
4
9
)
、
に
よ
っ
て
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
辻
な
い
の
だ
、
と
い
う
、
積
物
の
存
在
に
窮
す
る
客
観
理
論
と
し
て

の
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
に
存
在
す
る
(
因
み
に
、
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
、
そ
の

『
プ
ラ
サ
ン
ナ
パ
ダ
i
」
に
お
け
る
こ
の

「
観
四

に
対
し
て
、
龍
樹
に
全
く
志
実
に
、

2
3
9仏
F
m弓

5
9ち
Z
喜
三
9
5三
己
主
主
m
w
F
2恒

91

2
巴
)
F
M
E
m
w邸
内
μ

ロヨ
S
「
一
一
切
諸
法
の
縁
起
を
そ
の
特
穏
と
す
る
自
性
空
」
と
い
う
説
明
を
与
え
て
い
る
)
。
し
か
し
、
こ
の
様
な
意
味
に
お

諦
品
」

の
結
び
を
な
す
第
四
O
掲
の
「
縁
起
」

け
る
事
物
の
縁
起
と
い
う
こ
と
は
、
仮
り
に
そ
れ
が
翼
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
ブ
ッ
ダ
本
来
の
実
接
的
な
関
心
の
立
場
か
ら
の
、
明
ら
か
な



逸
脱
、
そ
し
て
、
仏
教
に
と
っ
て
本
質
的
な
逸
脱
で
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
逸
脱
は
北
娃
で
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
第
十
八
弱
に
お
け
る
龍
樹
の
「
隷
起
」
の
観
念
辻
、
我
々
が
そ
れ
を
疑
わ
な
い

と
き
、
我
々
を
し
て
ブ
ッ
ダ
の
思
想
を
一
箇
の
思
想
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
を
、
あ
る
い
は
ぺ
原
捨
仏
教
の
実
践
哲
学
」
を
再
構
成
す
る

こ
と
を
不
可
龍
な
ら
し
め
る
、
到
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
仏
教
と
い
う
も
の
を
一
笛
の
無
意
味
の
体
系
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
龍
壊
が
本
来
そ
れ
を
正
し
く
見
て
い
た
空
性
と
は
、
有
の
そ
の
援
本
的
な
存
在
楼
割
、

い
わ
、
立

〈
女
性
単
数
の
門
戸
F
号

5
9〉
の
空
な

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
四
諦
の
道
諦
と
し
て
の
八
正
道
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
〈
現
法
的
発
行
〉
と
い
う
実
践
(
私
の
言
葉
で
い
う
な
ら

〈
忠
炉
設
規
定
住
〉
)
の
可
能
根
義
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
や
H

〈
女
性
単
数
の
き
ミ

E
戸
〉
辻
、
甲
か
か
ん
に
と
っ
て
は
、

本
来
、
無
明
な
い
し
は
そ
の
当
体
と
し
て
の
渇
愛
と
し
て
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
無
明
な
い
し
渇
愛
と
は
、
そ
の
入
が
〈
現
法
に
党
行
を
行

あ

号

か

た

あ

、

ず
る
〉
な
ら
ば
明
へ
と
変
る
(
渇
愛
は
滅
す
る
)
と
い
う
、
そ
う
い
う
存
在
機
割
に
お
い
て
在
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

究
援
的
に
異
な
の
で
あ
り
、

で
あ
る
か
ら
、
も
し
人
が
現
世
の
生
の
苦
を
説
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
〈
現
法
に
党
行
を
行
ず
〉
れ
ば
よ
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
女
性
単
数
の
仏
宮
山
門
言
mF
〉
の
空
に
対
し
て
、
龍
樹
の
い
う
「
縁
起
」
は
〈
男
性
複
数
の

(
F
S
H
5
9〉

の
空
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
そ
れ
ら
〈
男
性
複
数
の
(
庄
号
5
9〉
と
は
本
来
何
を
指
す
べ
き
も
の
な
の
か
、

と
い
、
っ
、

ブ
ッ
ダ
の
思
想
を

理
解
す
る
上
で
の
根
本
問
題
に
は
今
は
触
れ
な
い
と
し
て
)
の
で
あ
る
が
、
こ
の
、
個
々
の
存
在
事
物
が
縁
起
ぉ
空
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
忠
ピ
対
し
て
、
い
か
な
る
規
定
性
を
も
及
ぼ
さ
を
い
、
つ
ま
り
，
、
わ
れ
わ
れ
に
い
か
な
る
実
設
の
方
向
を
も
一
不
さ
な
い
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
仏
教
学
が
こ
の
様
な
縁
起
1
空
の
立
場
に
立
っ
か
ぎ
り
(
現
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
ち
続
け
て
き
た
の

で
あ
る
が
て
そ
の
仏
教
学
が
提
示
す
る
仏
教
と
い
う
も
の
は
、
思
想
と
し
て
は
一
笛
の
蕪
意
味
の
件
系
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
、

E

ゴ
ス

蓋
し
、
患
想
と
は
、
〈
根
拠
の
観
念
と
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
入
関
の
生
、
に
及
ぼ
す
規
定
性
に
関
す
る
言
葉
的
な
再
把
握
〉
の
露
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。し

か
し
、
龍
欝
の
こ
の
錯
設
な
い
し
逸
脱
が
わ
れ
わ
れ
の
仏
教
学
に
将
来
し
た
本
当
の
危
換
性
は
、
そ
れ
が
と
か
く
わ
れ
わ
れ
の
自
を
仏

教
学
本
来
の
問
題
で
あ
る
有
の
問
題
か
ら
外
ら
せ
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
そ
の
危
険
は
近
代
に
お
い
て
顕
在
化
し
、
現
在
の
仏
教
学
に

不
生
と
髄
喜
廼
向
(
津
毘
)



不
生
と
随
喜
廻
向
(
津
田
)

致
命
的
な
閉
塞
状
惑
を
費
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
到
の
機
会
に
論
ず
る
。
た
だ
、
あ
と
一
つ
だ
け
、
附
言
し
て
お
き
た

い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
が
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
執
識
に
右
の
こ
の
不
思
議
な
存
在
機
能
に
関
心
を
も
つ
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
後
に
言
及
す
る
私
の
〈
開
放
系
の
仏
教
学
〉
に
お
い
て
は
、
そ
の
有
の
存
在
機
割
に
対
し
て
、
更
に
、
そ
れ
は
何
の
何

な
の
で
あ
る
か
、
と
問
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
す
る
と
、
こ
の
有
の
そ
の
よ
う
な
存
在
機
制
辻
、
持
、
〈
開
設

い
わ
ば
〈
開
放
系
の
神
〉
の
、
生
命
の
穣
制
な
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
神
が
キ
リ
ス
ト

系
の
仏
教
学
〉

の
原
理
を
な
す
と
こ
ろ
の
、

教
の
ゴ
ッ
ト
で
あ
る
に
せ
よ
、
仏
教
の
大
日
如
来
や
河
弥
詑
如
来
、
あ
る
い
は
「
法
華
経
』
の
久
遠
実
成
の
釈
遊
で
あ
る
に
せ
よ
、
さ
ら
に

言
う
な
ら
ば
、
そ
の
神
が
員
実
に
存
在
す
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
が
岳
ら
の
学
の
根
拠
の
観
念
に
お
い
て
、

有
か
ら
さ
ら
に
遡
っ
て
神
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
に
立
ち
到
ら
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
思
想
の
学
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

(
8
)
 
註

(
7
)
参
黒
。

(
9
)
 
現
に
「
入
子
噴
般
若
」
第
三
十
章
「
常
暗
菩
薩
口
問
」
に
お
い
て
、
そ
の
求
法
物
語
の
主
人
公
常
諦
菩
薩
(
∞

E
S
5
2丘
冨
)
は
、
現

在
、
雷
音
威
王
梯
の
も
と
で
「
党
行
を
行
じ
て
い
る
」

(
σ
S
F
5
9
0
9円
U
S
S
E
E
P
〈
丘
(
C
F
M
)
・
M
S・

-w品
、
但
し
羅
什
訳
で
は

ー一，
行

(
日
)

菩
薩
道
」
と
な
っ
て
い
る
)
の
で
あ
る
。

私
が
そ
の
匂
を
知
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま

E
に
し
た
谷
徹
氏
の
論
文
「
非
主
題
的
意
識
」
、
「
理
想
」

に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
な
お
そ
の
匂
は
、
結
谷
恒
一
夫
、
木
田
元
訳
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
語
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
」
、
中
央
公
論
社
、

一
九
八
四
年
五
月
号
、
二
三
三
頁
、

一
九
九
二
年
、
四
一
一
一
頁
に
あ
る
。

(
日
)

見
5
2三
3
P
Q
J
円
戸
戸

ω
∞∞

(
立
)

ハ
イ
デ
ッ
ガ

1
「ニ

i
チ
エ
」
、
菌
田
宗
入
訳
、
白
水
社
、

一
九
八
六
年
、

E 

一
O
五
頁
。

(
お
)

一
九
九
一
年
六
月
号
、

真
。
三
五
真
。
医
み
に
、
私
は
一
九
人
九
年
(
平
成
元
年
)
十
二
月
一
司
発
行
の
雑
誌
『
新
海
必
」
に
執
筆
し
た
「
大
哲
学
の
骨
を
拾
う
・

拙
稿
「
仏
教
の
ジ
レ
ン
マ
l
i
i
仏
教
に
お
け
る
神
観
念
の
必
然
性
を
め
ぐ
っ
て

l
i」
『
仏
教
」
別
冊
5
、

一一一一一

男
女
和
合
「
立
別
流
」

の
滅
亡
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
す
で
に
そ
の
「
人
格
神
的
絶
対
者
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
バ
ラ
モ
ン
哲
学



の
汎
神
論
的
絶
対
者
(
そ
れ

E
け
)
を
包
含
し
て
更
に
そ
の
上
に
頭
一
つ
だ
け
超
出
す
る
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
。

(
弘
)

熊
沢
義
官
一
「
ブ
ル
ト
マ
ン
」
、

E
本
基
督
教
団
出
版
部
、

一
九
六
二
年
、

一
八
七
真
弘
下
参
揮
。

(
お
)

「
南
伝
大
蔵
経
』
第
九
巻
、
中
部
経
典
一
、
三
三
頁
。

(
お
)

拙
稿
「
『
華
厳
経
』
「
入
法
界
品
」
に
お
け
る
弥
勤
法
界
の
理
念
と
そ
の
神
論
的
宇
宙
論
的
意
味
」
、
『
国
禁
仏
教
学
大
学
説
大
学
謂
究
紀
要
』

第
一
号
、
平
成
十
年
三
丹
、

一
O
一頁。

(
口
)

(
1
)
に
示
し
た
「
成
田
論
文
」
、
三
七
一
頁
、
『
ア
i
ラ
ヤ
的
世
界
と
そ
の
神
』
、
二

O
八
頁
。

「
成
罰
論
文
」
に
お
い
て
私
辻
逆
に

S
コ
丘
町
冨
葺
に
規
準
を
と
り
、
第
一
命
題
の

σ
o
ι
E
3
2
S
F
を
ず
O
仏

Z
S
2
5
5
(菩
露
で
あ

る
こ
と
、
菩
薩
と
い
う
存
在
様
態
)
へ
と
、
ま
た
第
五
命
題
の
}
U
1
F
9
包
mWHEY
を

ミ

F
内
高
官
H
g
S
(異
生
で
あ
る
こ
と
、
異
生
と
い
う

存
在
様
態
)
へ
と
、
意
味
的
に
規
整
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
第
二
命
題
の
ず
0
2己
主
立
4
9
門
罫
号
g
u
y
を
「
菩
護
と
い
う
彊
々
の
存
在
者
」
、

第
六
命
題
の
百
円
吾
印
色
白
ロ
包
-F
号
E
P
F
を
「
異
生
と
い
う
倍
々
の
存
在
者
」
の
意
味
に
理
解
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
不
自
然
で
あ
る
。

「
八
千
嘆
殻
若
」
に
お
い
て

Z
2丘町
Z
S
と
い
う
語
は
菩
寵
が
菩
薩
行
に
よ
っ
て
到
達
す
べ
き
一
切
知
者
H
仏
の
状
態
を
一
不
す
も
の
と
し

(
認
)

て
多
用
さ
れ
る
た
め
、
本
来
言
門
Z
B
m
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
こ
の
あ
ま
り
に
も
一
般
的
な

S
3丘町
E
S
と
い
う
語
に
引
き
寄
せ
ら
れ

て
こ
の
よ
う
な
一
種
の
混
乱
を
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
成
田
論
文
」
、
三
六
人
頁
以
下
参
照
。

(
日
)

ハ
リ
パ
ド
ラ
註
(
君
。
笠
宮
内
弓
P
H
U
-
Z
N
)
及
び
酉
蔵
訳

(HUORE肉
u

〈
o-・
2
w
a
m
ム
ー
と
は
日
U
S江
古
甘
か
立
に
否
定
辞
を
加
え
て
い
る
。

答
西
に
対
す
る
平
川
章
博
士
の
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
シ
ャ

1
リ
プ
ト
ラ
長
老
よ
、
不
生
は
実
に
言
葉
だ
け
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

シ
ャ

i
リ
プ
ト
ラ
長
老
よ
、
不
生
辻
実
に
見
せ
か
け
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
シ
ャ

1
リ
プ
ト
ラ
長
老
よ
、
実
に
不
生
辻
見
せ
か
け
の
も
の
で

あ
ち
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
実
に
究
謹
に
お
い
て
は
、
見
せ
か
け
の
も
の
で
あ
ち
ま
す
よ
筑
摩
書
一
房
刊
『
大
乗
仏
典
』
、

(
お
)

一
九
八
五
年
、

一一一一

O
頁
c

(
担
)

答
酉
に
対
す
る
梶
山
雄
一
博
士
の
訳
辻
次
の
遥
ち
で
あ
る
。
「
不
生
と
い
う
こ
と
は
、
シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
長
老
よ
、

ん
。
シ
ャ
i
リ
プ
ト
ラ
長
老
よ
、
不
生
と
い
う
こ
と
が
た
だ
あ
ら
わ
れ
る
だ
け
で
す
。
シ
ャ

i
リ
プ
ト
ラ
長
老
よ
、
不
生
と
は
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
ば
に
す
ぎ
ま
せ

不
生
と
随
喜
廼
出
向
(
津
缶
)
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1m 

に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
シ
ャ

l
リ
プ
ト
ラ
長
老
よ
、
ま
っ
た
く
(
表
現
を
超
え
た
も
の
が
表
現
と
し
て
)
あ
ら
わ
れ
る
の
で

す
。
」
中
央
公
論
社
刊
『
大
乗
仏
典
2

八
千
填
般
若
経
I
』、

一
九
七
匝
年
、
毘
六
、
西
七
真
。
程
し
こ
の
訳
に
お
い
て
は
二
田
現
わ
れ
る

日

υ
E
H
F
-
u
F
h
p
H
F

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
前
後
で
一
致
し
て
い
な
い

(
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
保
ち
難
く
な
っ
て
い
る
)
。

(
沼
)

こ
こ
に
見
ち
れ
る
「
ー
ー
ー
か
ら
(
そ
の
関
じ

)
1
1
へ
」
と
い
う
事
態
辻
例
え
ば
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
神
学
に
お
い
て
も
「
神
か
ら
神
へ
」

と
い
う
か
た
ち
で
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
神
学
及
び
宗
教
哲
学
に
お
け
る
究
極
的
実
在
自
梓
の
観
念
に
内

包
さ
れ
る
或
る
内
的
な
存
在
秩
序
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
の
考
察
は
将
来
の
こ
と
と
す
る
。

(
お
)

「
一
体
二
重
性
」
と
は
こ
の
語
の
い
わ
ば
紹
介
者
で
あ
る
手
塚
富
雄
博
士
が
、
博
士
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
!
と
の
対
話
で
」
と
ば
に
つ
い
て
の

対
話
」
、
理
想
社
、

一
九
六
人
年
の
「
解
説
」
に
お
い
て
こ
の
言
葉
に
対
し
て
与
え
て
い
る
訳
語
で
あ
る
。
博
士
は
こ
の
言
葉
を
ハ
イ
デ
ツ

ガ
ー
の
患
考
の
歩
み
に
お
け
る
「
存
在
の
本
質
」

の
新
し
い
名
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
て
お
ら
れ
る
(
問
書
一
四
六
頁
)
。

(
弘
)

「
弥
鞍
法
界
」
と
そ
の
意
味
に
関
し
て
は
、
拙
積
「
『
華
厳
経
」
「
入
法
界
品
」
に
お
け
る
弥
鞍
法
界
の
理
念
と
そ
の
神
論
的
宇
宙
論
的
意

味
」
、
『
菌
際
仏
教
学
大
学
焼
大
学
紀
要
』
第
一
号
、
平
成
十
年
三
月
、
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
た
。

(
お
)

『
華
厳
経
」
に
お
け
る
善
財
童
子
の
求
法
物
語
に
お
い
て
、
善
慰
の
そ
の
求
道
は
最
接
的
に
「
そ
の

切、土
(J)、-+-.

如、七
来、」
?こ、 てこ
ち、 C
と、Arrず
σ〉、言

平、?壬
ニ=ξ声、ー

FJT 
到、¥

そ
の
大
慈
と
大
悲
と
に
於
い
て
、
そ
の
不
可
思
議
の
菩
薩
の
解
説
の
神
変
を
現
ず
る
こ
と
に
於
い
て
、

達
し
た
」
こ
と

(gコ
己
主
F
P
問
主
295mWEB--::mwロ
£
)
円
抑
制

)
S
F
)

に
お
い
て
完
或
す
る
の
で
誌
あ
る
が
、
こ
の
状
態
は
あ
く
ま
で
、

の
六
層
の
命
題
に
お
け
る
「
一
切
知
性
の
諸
法
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
)

善
財
が
そ
れ
ら
の
加
来
た
ち
の
徳
性
(
こ
れ
は
『
八
千
額
般
若
」

の
一
々
に
お
い
て
そ
れ
ら
如
来
た
ち
の
誰
と
較
べ
て
も
遜
色
の
な
い
状
態
に
到
達
し
た
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
初
会
金
離
頂
経
』
は
こ
の
「
一
号
如
来
平
等
性
」
と
い
う
こ
と
を
、
成
仏
し
た
状
態
を
示
す
メ
ル
ク
マ
ー
ル

と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
「
一
切
の
如
来
た
ち
」
の
総
体
と
し
て
の
金
剛
界
そ
の
も
の
と
議
勉
し
た
こ
と
、
要
す
る
に
、
「
父
」

で
あ
る
と
こ
ろ
の
法
身
ど
ル
シ
ャ
ナ
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
善
財
の
そ
の
到
達
に
つ

い
て
は
前
註
(
担
)
に
揚
げ
た
拙
稿
二
華
厳
経
』
・
:
・
:
」
、
七
八
頁
参
照
。



(
お
)

折
原
博
三
著
『
ひ
と
つ
の
親
鷲
』
研
文
出
版
、

不
生
と
鑓
喜
廻
向
(
津
田
)

一
九
八
一
年
、

一
O
西
真
。
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Anutpiida and Anumodαnii-Pari7Jiimanii: 
the substantial conditions f or the f ormation 

of Mahayana Buddhism 
Shinichi Tsuda 

When 1 formerly had tried to piece together the historical develop-

ments of Buddhist thought in India into a whole picture， 1 gave a twofold 

definition of the system containe長 inthe Gαndαuyiihα-siitr，α(GV); 1 

as well Buddhism" as called it“the first bifurcation into Mah註y忌na

The later definition is 

call the because the text clearly recognizes 

“Jatakaic interpretation of human life". In contrast to this， 1 viewed 

the preceding system of the A$tαsahαsrika-prαj元aparamita(AP) 

which 1 logic， 

“the typical system of Mahay孟naBuddhism". 

a glven 

as a 

retreat into Early Baddhism as they were lacking in clear consciousness 

of the logic， though they regarded themselves as mahayanic. 

Recently， 1 came to recognize the originality of AP， which lays in 

its advocacy of the concepts of αnutpadαandprαmod，αna-pari1Jamαna. 

The value of human life in the world is clearly affirmed and its afir-

ma tion is expressed by the word αnutpad，α. However， the word pramo-

dαna-pαrL1Jamαna， insists that the world synchronously needs the con-

tinuous effort of individual human beings to maintain its own existence. 

1 won the new insight that αnutpadαand pr，αmod，αnaてparinamanaare 

the substantial condition for the formation of Mah忌yanaBuddhism 

プミご
into 

Mah忌yanaBuddhism"; the system of GV 1 will still call it“出etypical 

system of話 ah孟y忌naBuddhism" because of its 

"first bifurcation of AP as the and 1 newly define the system 

。fhuman life"， the logical foundation of Mahayana Buddhism. 


