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余
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思
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大
乗
仏
教
に
お
け
る
入
不
一
六
且
塞
冨
‐
實
望
陽
巴

ひ
と
が
、
自
分
の
宗
教
体
験
の
根
源
は
神
秘
的
な
意
識
状
態
の
な
か
に
あ
る
の
だ
と
言
っ
た
と
き
、
そ
の
発
言
は
た

発
艤
妙

む
す
び
ｌ
維
摩
経
の
現
代
的
理
解

、
一
｝

の
哲
学

維
摩
経
に
お
け
る
可
入
不

可
入
不
二
Ｌ
の
思
想
構
造

可
入
不
二
Ｌ
の
発
展

目
次

大
乗
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教
と
可
さ
と
り
Ｌ

維
摩
経
に
お
け
る
可
入
不
二
Ｌ

註
維
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正
法
眼
蔵

ｌ
維
摩
経
第
九
章
の
一
考
察
Ｉ
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二
十
九
才
に
し
て
出
家
し
た
ブ
ッ
ダ
は
、
す
で
に
し
て
王
舎
城
で
は
「
都
の
宗
教
」
を
捨
て
、
苦
行
林
で
は
「
森
の
宗
教
」
を
去
り
、

さ
ら
に
三
転
し
て
ブ
ダ
ガ
ャ
の
ポ
ダ
イ
樹
下
に
「
野
の
宗
教
」
の
開
覚
を
な
し
た
。
と
き
に
三
十
五
才
で
あ
っ
た
と
仏
伝
は
つ
た
え
る
。

彼
の
宗
教
的
自
覚
は
ま
さ
に
彼
自
身
に
お
け
る
個
人
的
な
神
秘
経
験
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
大
乗
的
な
普

遍
の
真
理
と
な
り
得
た
か
。
大
乗
仏
教
は
又
ど
の
よ
う
な
具
体
的
描
写
を
こ
の
「
さ
と
り
」
（
証
悟
）
に
対
し
て
施
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
「
さ
と
り
」
の
問
題
に
し
て
も
し
も
仏
教
的
諸
問
題
中
の
中
心
命
題
で
あ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
問
題
の
解
明
に
対
し
て
こ

そ
諸
経
典
は
そ
の
全
力
を
注
い
で
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
乗
経
典
中
で
も
最
初
期
に
出
た
『
般
若
』
部
の
諸
経
は
「
無
所

得
」
や
「
空
」
の
見
解
を
主
と
し
た
に
対
し
、
や
や
お
く
れ
て
現
わ
れ
た
『
華
厳
』
な
ど
は
、
．
即
一
切
」
「
多
即
こ
の
円
融
論
的

見
解
に
よ
っ
て
ブ
ッ
ダ
の
「
さ
と
り
」
の
内
容
を
表
示
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
両
者
の
中
間
に
位
す
る
維
摩
経
の
ご
と
き
は
、

こ
れ
を
「
入
不
二
（
且
ご
昌
四
‐
官
“
ぐ
の
笛
）
の
一
句
に
お
い
て
表
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
と
く
に
こ
の
経
の
第
九
章

（
入
不
二
法
門
品
）
で
あ
る
。
不
二
は
ま
た
こ
の
経
で
は
別
の
箇
所
に
お
い
て
如
（
画
昏
倒
）
の
説
明
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
別
の
箇
所
と
い
う
の
は
第
四
章
（
菩
薩
品
）
の
第
一
「
弥
勒
」
段
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
の
主
題
は
ま
さ
に
「
菩
提
」
（
宮
号
一
さ
と

り
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
入
不
二
」
の
問
題
が
「
さ
と
り
」
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ
の
経
に
‐

よ
っ
て
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
さ
と
り
」
の
意
味
と
そ
の
発
展
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

大
乗
仏
教
言
言
薗
邑
に
お
け
る
維
摩
経
は
、
㈲
経
典
ｌ
皇
目
喜
言
白
三
塁
。
が
梵
本
原
名
ｌ
と
し
て
の
成
立
は

西
紀
一
世
紀
ご
ろ
と
か
ん
が
え
ら
れ
、
大
乗
経
典
と
し
て
は
前
述
の
よ
う
に
般
若
諸
部
に
次
い
で
古
い
わ
け
で
あ
り
、
㈲
そ
の
含
む
教
理

思
想
は
「
非
道
が
是
道
」
（
第
八
章
、
仏
道
）
と
い
う
ご
と
き
極
端
な
ま
で
の
見
解
で
あ
り
、
㈲
歴
史
的
に
は
念
仏
義
に
お
い
て
も
禅
義

に
お
い
て
も
は
ぱ
広
く
依
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
方
面
か
ら
考
え
て
も
そ
の
地
位
は
決
し
て
低
い
も
の
で
な
い
。
と
り

一
大
乗
仏
教
と
「
さ
と
り
」

I

〆
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わ
け
そ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
学
的
表
現
は
構
想
の
妙
味
と
着
眼
の
真
実
に
導
か
れ
て
豊
か
で
あ
り
、
広
く
庶
民
的
な
親
炎
を
か
ち
得
て
今
日

に
い
た
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
文
殊
（
冨
豊
旨
含
）
と
維
摩
（
三
日
巴
畏
三
ご
と
が
論
弁
（
己
ａ
の
笛
）
の
う
え
で
花
々
し
く
わ
た
り
合

う
場
面
は
、
こ
と
に
絵
に
さ
れ
彫
刻
に
さ
れ
て
西
域
、
中
国
、
日
本
に
流
布
し
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
西
域
ｌ
中
国
に
わ
た
る
「
維
摩
変
」

の
製
作
が
も
と
で
そ
の
方
面
か
ら
禅
人
と
し
て
の
「
維
摩
（
居
士
）
像
」
の
構
成
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
維
摩
経
全
体
と

し
て
は
教
理
思
想
上
、
他
の
一
面
で
あ
る
浄
土
義
に
関
す
る
箇
所
（
第
一
章
の
仏
国
を
中
心
と
す
る
）
を
つ
ね
に
見
落
さ
ぬ
よ
う
注
意
す

る
こ
と
が
い
る
の
で
あ
る
が
、
禅
宗
方
面
で
広
く
ま
た
深
く
こ
の
経
が
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
っ
た
の
は
右
の
ご
と
き
対
論
の
場
面
が
あ
る

こ
と
に
大
き
な
理
由
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
維
摩
経
の
大
乗
仏
教
に
お
け
る
思
想
史
的
地
位
を
明
確
に

す
る
こ
と
は
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

維
摩
経
の
文
学
的
構
想
は
、
佃
小
乗
（
西
目
ミ
ョ
ど
の
立
場
を
代
表
す
る
舎
利
弗
（
笥
門
旨
三
国
ゞ
も
農
“
蟹
吋
言
三
ｓ
）
と
②
大
乗
の

そ
れ
を
代
表
す
る
文
殊
・
維
摩
の
ふ
た
り
と
を
登
場
さ
せ
、
舎
利
弗
と
維
摩
、
文
殊
と
維
摩
相
互
間
の
宗
教
論
上
の
わ
た
り
合
い
に
托
し

て
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
さ
と
り
」
の
す
ぐ
れ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
一
応
は
言
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
仏
教
経
典
は
も

と
よ
り
単
な
る
世
間
的
文
学
作
品
と
は
そ
の
撰
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
教
理
上
の
制
約
が
そ
れ
に
か
た
く
む
す
び
つ
い
て
製
作

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
を
乱
雑
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
い
ま
維
摩
経
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
㈲
漠
然
と
小
乗
の

ほ
か
に
大
乗
が
あ
る
と
言
っ
て
お
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
㈲
経
題
は
「
維
摩
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
せ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
は
「
文
殊
」

の
経
た
る
こ
と
が
教
理
上
に
も
こ
の
経
の
建
て
ま
え
な
る
こ
と
。
し
か
し
ま
た
、
白
歴
史
的
社
会
的
に
、
こ
の
経
の
叙
述
や
表
現
が
端
的

に
示
そ
う
と
し
た
よ
う
な
宗
教
生
活
の
真
実
打
出
が
あ
る
べ
く
意
図
し
た
と
こ
ろ
に
経
原
作
者
の
根
本
努
力
点
が
あ
り
、
ま
さ
に
か
よ
う

な
大
乗
的
中
心
実
動
人
物
と
し
て
「
維
摩
」
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
経
が
仏
教
経
典
と
し
て
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
得
た
理
由
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い
て
い
ま
少
し
く
説
明
を
加
え
る
。
ま
ず
㈲
大
乗
・
小
乗
の
問
題
で
あ
る
が
、
い
か
に
も
舎
利
弗

を
は
じ
め
と
し
て
い
わ
ゆ
る
十
大
弟
子
（
他
の
九
人
は
目
連
冨
目
后
巴
菌
窟
目
ゞ
大
迦
葉
冨
号
異
課
冨
冨
ゞ
須
菩
提
の
号
言
動
、
富

I
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楼
那
寄
ｓ
四
日
幽
寄
ご
豊
Ｓ
員
昌
迦
施
延
冨
四
言
冨
ご
馴
怠
９
．
阿
那
律
鈩
昌
昌
邑
冨
〉
優
波
離
口
℃
塁
》
羅
猴
羅
詞
讐
昌
画
．
阿

難
崔
冒
目
含
）
は
、
各
々
に
維
摩
の
弾
呵
を
受
け
こ
そ
す
れ
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
大
乗
的
な
「
さ
と
り
」
に
み
ち
び
い
て
行
か
れ
る

の
で
あ
り
は
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
事
点
に
お
い
て
大
小
乗
に
共
通
す
る
も
の
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
か
ら
は
、
大
乗
・
小

乗
と
い
う
こ
と
が
畢
寛
、
「
さ
と
り
」
の
度
合
い
を
指
す
も
の
で
、
同
時
に
「
さ
と
り
」
の
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
場
所
が
ら
ｌ
い
わ
ゆ

る
生
活
環
境
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
が
明
白
に
さ
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
小
乗
は
い
わ
ば
出
家
教
団
（
官
煙
ご
国
営
凶
）
の
実
際
を
指

し
、
大
乗
は
そ
れ
に
対
す
る
在
家
（
鱈
言
冨
９
本
位
の
生
活
に
お
け
る
宗
教
的
自
覚
を
指
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
教
会
史
的
に
は

前
者
は
声
聞
（
脅
弩
四
宮
）
お
よ
び
独
覚
（
冒
四
ｑ
の
言
辞
支
仏
、
ま
た
縁
覚
）
で
あ
り
後
者
は
菩
薩
ｅ
呂
三
の
呉
冨
四
）
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
形
ば
か
り
は
出
家
教
団
外
の
在
家
生
活
者
に
属
し
、
大
乗
の
流
れ
に
つ
ら
な
っ
て
い
て
も
、
も
し
そ
の
宗
教
的
自
覚
の
度
合
い
が

低
け
れ
ば
小
乗
教
徒
（
声
聞
河
弟
子
）
と
同
列
に
弾
呵
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
、
維
摩
経
に
、
「
弟
子
」
（
も
し
く
は
声

聞
）
の
章
（
第
三
品
）
に
な
ら
べ
て
「
菩
薩
」
の
章
（
第
四
品
）
が
あ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
経
の
チ
ベ
ッ
ト
訳
倉
函
吾
侭
の

冨
胃
》
目
四
日
ａ
で
胃
四
品
の
富
の
冨
冨
目
貫
．
（
雪
冨
‐
ぐ
言
巴
幽
冨
墨
‐
昌
己
の
茜
）
の
ご
と
き
は
、
現
に
こ
の
両
章
を
一
品
に
し
て

扱
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
国
仏
教
に
至
り
、
そ
の
教
相
判
釈
に
お
い
て
こ
の
経
を
「
抑
揚
教
」
と
か
「
褒
睡
教
」
と

か
と
し
て
処
理
し
た
ば
あ
い
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
抑
止
・
挙
揚
や
褒
賞
・
砺
瓢
の
対
照
が
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
小
乗
と
大
乗
で
し
か
な

か
っ
た
点
、
直
接
の
目
的
が
「
教
相
」
の
分
判
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
な
お
維
摩
経
の
理
解
や
指
摘
が
不
十
分
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
こ
れ

を
禅
義
の
一
面
だ
け
に
誤
解
さ
せ
て
い
く
も
の
が
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
も
し
か
た
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
維
摩
経
が
基
本
的
に
意
図
し
た

も
の
は
、
釈
尊
の
菩
提
樹
下
に
お
け
る
根
本
的
自
覚
（
い
わ
ゆ
る
正
覚
、
成
道
）
に
向
け
て
す
べ
て
の
人
間
ｌ
衆
生
（
舅
薑
）
を
ふ

り
む
か
せ
、
も
し
く
は
人
間
存
在
を
初
め
と
し
て
こ
の
世
の
山
川
草
木
、
一
切
存
在
を
釈
尊
の
大
自
覚
に
も
と
づ
け
て
発
見
さ
せ
よ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
こ
と
に
明
確
に
示
さ
れ
た
の
は
経
の
序
章
た
る
「
仏
国
」
品
（
玄
美
訳
で
は
序
品
）
で
あ
っ

て
、
そ
こ
で
は
「
心
浄
則
土
浄
」
と
説
か
れ
る
。
こ
れ
を
「
心
浄
」
の
方
面
か
ら
す
れ
ば
禅
宗
が
展
開
す
る
の
で
あ
り
、
ま
た
「
土
浄
」
の
方
面

、
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か
ら
す
れ
ば
浄
土
教
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
一
貫
し
て
教
理
上
の
中
心
思
想
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
菩
提
心
ｌ
「
さ
と
り
」
へ
の
心

（
四
目
三
ｓ
国
の
四
日
冨
房
四
一
９
ｓ
三
無
上
正
等
覚
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
目
の
文
殊
の
経
か
維
摩
の
経
か
の
問
題
で
あ
る

が
、
実
は
維
摩
経
に
お
い
て
今
の
べ
た
菩
提
心
、
「
さ
と
り
」
へ
の
心
を
象
徴
す
る
人
物
は
彼
文
殊
そ
の
ひ
と
で
あ
っ
た
と
称
し
て
よ
い
。

し
か
し
文
殊
は
た
だ
に
こ
の
経
だ
け
に
限
ら
れ
た
人
物
で
は
な
い
。
大
乗
仏
教
で
は
文
殊
は
智
慧
（
宮
且
園
）
を
代
表
す
る
。
小
乗
で
は

舎
利
弗
が
智
慧
第
一
と
さ
れ
る
。
小
乗
の
智
慧
は
凡
夫
た
る
人
間
が
阿
羅
漢
（
胃
富
国
）
に
成
る
こ
と
で
究
極
す
る
。
大
乗
で
は
さ
ら
に

仏
の
智
慧
ま
で
が
人
間
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
実
現
さ
れ
得
る
も
の
と
説
く
。
そ
し
て
そ
の
心
の
お
も
む
き
が
ま
さ
に
菩
提
（
さ
と
り
）
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
乗
の
智
慧
と
矛
盾
も
対
立
も
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
か
え
っ
て
小
乗
の
智
慧
を
補
正
し
助
成
し
て
い
く
べ
き

も
の
な
の
で
あ
る
・
し
た
が
っ
て
維
摩
経
に
あ
っ
て
も
、
文
殊
と
舎
利
弗
と
が
論
議
し
た
り
、
ま
し
て
衝
突
し
た
り
す
る
と
い
う
場
面
は

全
然
な
い
の
で
あ
る
。
舎
利
弗
と
の
衝
突
が
お
こ
る
の
は
ま
さ
に
維
摩
と
の
間
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
転
じ
て
維
摩
と
文
殊
と
の

関
係
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
文
殊
が
智
慧
ｌ
し
か
も
大
乗
仏
教
に
お
け
る
ｌ
を
代
表
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
智
慧

の
お
の
ず
か
ら
な
る
世
間
的
生
活
へ
の
流
露
と
し
て
慈
悲
（
日
四
詳
国
‐
冨
昌
急
）
の
道
行
を
代
表
す
る
も
の
が
維
摩
で
あ
っ
た
も
の
と
し

て
よ
い
。
経
の
第
四
章
「
菩
薩
」
に
は
す
べ
て
四
人
の
在
家
求
道
者
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
筆
頭
は
ま
さ
に
慈
悲
を
意
味
す
る
名
の
弥
勒

菩
薩
（
冨
四
言
の
雷
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
と
維
摩
と
の
対
論
（
邑
胃
誌
の
四
）
の
内
容
が
こ
れ
ま
た
つ
ね
に
「
菩
提
」
（
さ
と
り
）
の

問
題
な
の
で
あ
る
。
菩
提
の
問
題
に
つ
い
て
お
な
じ
大
乗
教
徒
と
し
て
維
摩
と
弥
勒
と
の
あ
い
だ
で
は
差
異
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

が
、
し
か
も
弥
勒
は
つ
い
に
維
摩
に
一
歩
を
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
弥
勒
が
彼
の
本
土
た
る
兜
率
天
（
目
忌
岸
四
）
の
王
と
そ
の

巻
属
に
向
い
、
分
別
し
て
「
さ
と
り
」
を
説
こ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
維
摩
は
「
如
」
（
冨
雲
巴
の
一
宇
に
よ
り
す
べ
て
を
代
表
さ

せ
て
説
く
。
．
切
の
衆
盛
は
皆
、
如
な
り
。
一
切
の
法
も
亦
、
如
な
り
。
衆
の
賢
聖
も
亦
、
如
な
り
。
弥
勒
に
至
り
て
も
亦
、
如
な
り
」

「
如
な
れ
ば
不
二
（
且
冨
冨
）
・
不
異
な
り
」
。
そ
し
て
「
不
二
は
是
れ
菩
提
な
り
」
と
。
（
以
上
、
、
い
ず
れ
も
菩
薩
品
よ
り
の
引
用
）

↑
〆
‐

こ
れ
に
よ
っ
て
維
摩
に
は
弥
勒
が
い
ま
だ
達
し
得
な
か
っ
た
宗
教
的
自
覚
（
さ
と
り
）
の
ふ
か
さ
が
あ
っ
た
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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弥
勒
は
い
わ
ば
い
ま
だ
少
分
に
大
乗
の
自
覚
（
菩
提
）
を
得
た
ひ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
維
摩
は
さ
ら
に
全
分
に
そ
れ
を
獲
得
し
究
寛

し
て
仏
と
正
等
覚
（
の
四
日
言
登
冨
）
の
大
乗
菩
薩
（
日
画
冨
の
鼻
雪
四
）
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
を
保
証
し
ま
た
実
証
す
る
た

め
に
登
場
し
た
ひ
と
が
文
礫
と
い
う
智
慧
の
菩
薩
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
弟
子
・
菩
薩
の
両
章
を
過
ぎ
て
次
の
第
五
章
「
文

殊
師
利
問
疾
」
に
入
っ
て
か
ら
が
こ
の
経
の
本
論
で
あ
る
と
い
う
註
釈
家
の
見
方
に
も
、
大
き
な
理
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
よ
う
な
見
方
だ
け
な
ら
ば
文
殊
が
登
場
す
る
い
ず
れ
の
大
乗
経
典
に
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
維
摩
経
が
ま
さ
に
「
維
摩
」
の
名
に
お

い
て
語
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
は
、
お
の
ず
か
ら
別
の
ふ
か
い
理
由
や
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
つ
ぎ
の
国
の
問
題
点
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
問
題
を
解
決
す
べ
き
秘
訣
は
実
は
第
二
章
の
「
方
便
」
（
巨
冨
窟
）
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
方
便
」
の
一
品
は
経
全
体
と
し
て

は
た
だ
一
箇
所
だ
け
の
間
接
的
な
、
も
し
く
は
客
観
的
な
維
摩
の
行
状
に
関
す
る
叙
述
で
あ
っ
て
、
要
旨
は
㈲
維
摩
の
仏
教
徒
と
し
て
の

各
方
面
に
お
け
る
社
会
教
化
活
動
と
、
㈲
そ
の
根
本
信
条
と
し
て
「
不
楽
世
間
・
楽
浬
薬
」
で
は
あ
り
な
が
ら
、
慈
悲
の
ゆ
え
に
方
便
し

て
「
不
住
浬
藥
（
無
為
）
」
し
、
し
か
も
智
慧
の
ゆ
え
に
「
不
尽
有
為
」
で
「
常
楽
仏
（
真
実
）
身
」
す
る
こ
と
を
胸
奥
に
ひ
そ
め
て
い

る
こ
と
の
描
写
に
あ
る
。
㈲
は
彼
が
白
衣
の
居
士
（
四
宮
‐
富
ｇ
た
る
方
面
、
㈲
は
「
さ
と
り
」
を
開
い
た
菩
薩
ｅ
昌
冨
‐
の
呉
雪
四
）

た
る
方
面
と
も
称
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
さ
と
り
」
（
の
己
侭
茸
９
日
ｇ
ｏ
は
「
不
尽
有
為
・
不
住
無
為
」
の
中
道

実
相
観
に
立
つ
具
体
的
な
生
活
実
践
に
ま
で
展
開
し
た
社
会
的
行
為
を
そ
の
究
極
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
行
為
の
具
体
的

実
践
的
な
る
だ
け
、
「
さ
と
り
」
の
表
明
そ
の
も
の
も
現
実
性
と
論
理
性
を
お
び
て
く
る
の
で
あ
る
。
維
摩
「
方
丈
」
の
会
座
が
ま
さ
に

散
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
、
客
分
た
る
諸
ボ
サ
ッ
に
対
し
、
主
人
公
の
ユ
ィ
マ
か
ら
「
各
自
に
，
さ
と
り
を
得
ら
れ
た
ま
ま
」
を
説
け
と
請
い

が
で
る
が
、
こ
れ
に
応
じ
て
各
人
の
個
別
的
回
答
の
あ
っ
た
の
が
、
経
の
第
九
章
で
あ
る
℃
以
下
に
こ
れ
を
な
が
め
て
み
よ
う
。

維
摩
経
（
三
目
巴
四
寓
墨
‐
己
ａ
①
茜
）
第
九
章
は
、
漢
訳
羅
什
本
『
維
摩
詰
所
説
経
』
（
大
正
蔵
一
四
弓
．
認
蚕
ｌ
呂
弓
）
で
は
「
入
不

二
維
摩
経
に
お
け
る
「
入
不
二
」
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二
法
門
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

同
章
は
古
来
、
「
本
経
の
眼
目
」
と
ま
で
重
要
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
経
首
か
ら
問
疾
品
に
い
た
る
ま
で
の
初
め
五
章
に
つ
い
て

は
概
略
前
節
に
お
い
て
の
べ
終
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
後
本
経
第
九
章
に
い
た
る
ま
で
、
お
よ
び
そ
れ
よ
り
経
末
に
い
た
る
ま
で
の
あ
ら
す

じ
を
記
し
て
お
こ
う
。
維
摩
経
は
、
こ
の
経
自
体
が
嘱
累
品
第
十
四
で
「
亦
名
不
可
思
議
解
脱
」
と
の
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ポ
サ
ッ
の
不

可
思
議
解
脱
（
四
。
言
ご
画
く
一
日
○
憲
四
）
を
説
く
こ
と
が
そ
の
テ
ー
マ
た
る
も
の
で
あ
る
。
問
疾
品
第
五
に
つ
づ
く
不
思
議
品
第
六
で
は
、

十
二
種
の
ポ
サ
ッ
の
不
思
議
法
を
あ
げ
て
こ
の
解
脱
に
達
し
た
者
の
自
由
に
す
る
所
で
あ
る
と
の
べ
て
い
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
舎
利

弗
が
大
衆
の
「
座
」
を
配
慮
し
た
に
際
し
、
ユ
イ
マ
が
一
旦
は
「
求
法
来
か
」
「
求
座
来
か
」
と
椰
楡
す
る
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
東
方

須
弥
燈
王
如
来
の
み
も
と
か
ら
三
万
二
千
脚
の
獅
子
座
を
神
通
力
に
よ
っ
て
請
取
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
将
来
の
座
に
ポ
サ
ッ
は

容
易
に
坐
し
得
た
が
、
新
発
意
の
ボ
サ
ッ
と
大
弟
子
は
昇
り
得
な
か
っ
た
と
し
て
、
両
者
を
区
別
す
る
意
味
が
あ
っ
た
。
後
者
も
ユ
ィ
マ

の
教
諭
で
須
弥
燈
王
如
来
に
作
礼
し
て
着
座
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
久
修
の
ポ
サ
ッ
を
挙
揚
す
る
意
趣
が
見
え
た
。
の
ち
に
至
っ

て
第
九
章
の
入
不
二
法
門
品
で
発
言
す
る
諸
ポ
サ
ッ
は
、
こ
の
久
修
の
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
。
第
七
品
は
「
観
衆
生
」
と
題
さ

れ
る
が
、
そ
れ
は
第
五
、
崇
六
の
両
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
ボ
サ
ッ
の
智
慧
ｌ
空
観
の
ま
な
こ
、
も
し
く
は
不
可
思
議
の
解
脱
、
神
通

の
力
で
改
め
て
衆
生
を
観
ず
る
と
、
そ
こ
に
慈
悲
喜
捨
の
四
無
量
心
が
生
ず
る
こ
と
を
説
く
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
章
の
後
半
に
至

っ
て
ユ
イ
マ
の
室
に
天
女
が
現
わ
れ
、
主
と
し
て
舎
利
弗
と
意
見
を
た
た
か
わ
す
と
い
う
一
段
が
あ
る
。
そ
の
天
女
も
ユ
ィ
マ
の
明
か
す

所
で
は
、
す
で
に
無
生
法
忍
を
得
、
ボ
サ
ッ
の
境
涯
に
達
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
衆
生
を
教
化
す
る
目
的
を
も
っ
て
天
女

の
姿
を
現
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
亦
、
不
可
思
議
解
脱
の
実
際
と
し
て
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
つ
づ
く
第
八
品
は
羅

什
訳
で
は
「
仏
道
」
と
題
す
る
が
、
支
謙
訳
で
は
「
如
来
種
」
で
あ
り
、
ま
た
玄
葵
訳
で
は
「
菩
提
分
」
で
あ
る
。
こ
の
章
の
内
容
か
ら

見
て
、
羅
什
が
「
仏
道
」
と
訳
し
た
の
は
、
一
章
の
前
半
に
お
い
て
「
ポ
サ
ッ
の
仏
道
に
通
達
す
る
法
」
が
モ
ン
ジ
ュ
か
ら
ユ
ィ
マ
に
問
い
か

け
ら
れ
、
ユ
イ
マ
が
「
非
道
を
行
ず
る
こ
と
が
ポ
サ
ッ
通
達
仏
道
で
あ
る
」
と
い
う
答
え
を
な
し
た
方
面
に
つ
け
て
か
く
称
せ
ら
れ
た
と
考

A
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え
ら
れ
、
同
じ
く
後
半
が
さ
ら
に
一
一
部
に
な
る
う
ち
の
第
二
部
に
お
い
て
今
度
は
ユ
イ
マ
が
問
い
手
と
な
っ
て
モ
ン
ジ
１
に
「
如
来
の
種
」

（
国
芽
凶
遅
冨
‐
魑
営
四
）
を
尋
ね
た
と
き
、
モ
ン
ジ
ュ
が
「
Ｂ
有
身
、
㈲
無
明
・
有
愛
、
白
貧
・
悪
・
痴
・
・
…
・
等
の
十
種
目
、
乃
至
六
十
二

見
お
よ
び
一
切
煩
悩
が
み
な
こ
れ
仏
種
で
あ
る
」
と
し
た
方
面
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
引
続
い
て
普
現
色
身
（
蟹
弓
胃
圃
冨
の
曽
菖
閏
宙
冒
）

ポ
サ
ッ
の
答
い
に
応
じ
て
ユ
ィ
マ
が
韻
文
（
う
た
）
で
み
ず
か
ら
の
身
分
・
行
状
・
持
ち
物
等
を
表
白
し
た
方
面
の
あ
る
こ
と
か
ら
支
謙

と
玄
美
両
訳
の
品
題
が
あ
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
維
摩
経
と
し
て
は
以
上
の
部
分
や
そ
の
範
囲
に
お
い
て
モ
ン
ジ
ュ
は
じ
め
の
問
疾
の

客
も
、
こ
れ
を
受
け
い
れ
る
主
人
た
る
ユ
ィ
マ
の
側
に
お
い
て
も
一
応
の
論
議
（
昌
昼
の
詮
）
が
お
わ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ

に
至
る
ま
で
を
一
貫
し
て
い
た
も
の
は
、
た
し
か
に
「
不
可
思
議
解
脱
」
の
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
「
不
可
思
議
解
脱
」
は
ポ

サ
ッ
の
道
行
と
し
て
は
む
し
ろ
果
位
に
属
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
改
め
て
そ
の
因
位
と
し
て
の
「
入
解
脱
」
（
急
日
○
憲
四
‐
宮
四
ぐ
①
笛
）

を
問
い
な
お
す
こ
と
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
「
入
解
脱
」
と
も
せ
ず
へ
あ
え
て
「
入
不
一
こ
（
且
ぐ
画
意
‐
宮
四
ぐ
①
箇
支
謙
訳

で
は
「
不
二
入
」
、
玄
美
訳
で
は
単
に
「
不
一
こ
）
と
標
示
し
た
所
に
、
こ
の
経
の
大
乗
教
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
点
が
あ
っ
た
の
で
、
す

な
わ
ち
そ
れ
を
説
い
た
第
九
章
が
さ
き
の
ご
と
く
「
本
経
の
眼
目
」
と
さ
れ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

第
九
章
「
入
不
二
法
門
品
」
は
、
お
よ
そ
次
の
四
段
と
し
て
見
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

Ｉ
ユ
ィ
マ
が
衆
ポ
サ
ッ
に
向
い
、
「
各
自
の
入
不
二
の
次
第
を
の
べ
よ
」
と
請
う
一
段
。

Ⅱ
衆
ボ
サ
ッ
が
ユ
ィ
マ
の
請
い
に
こ
た
え
る
一
段
。

そ
こ
で
は
法
自
在
ポ
サ
ッ
以
下
が
各
自
に
「
生
と
減
と
を
二
と
な
し
て
入
不
二
し
た
」
等
の
表
白
を
な
す
。
こ
れ
に
総
じ
て
三
十

一
ポ
サ
ッ
あ
り
。
そ
の
ボ
サ
ッ
名
と
各
自
に
「
不
二
」
（
且
ぐ
暑
四
）
と
し
た
事
項
と
は
総
じ
て
左
表
の
ご
と
く
で
あ
る
。

Ⅲ
衆
ポ
サ
ッ
が
改
め
て
モ
ン
ジ
ュ
に
向
い
、
そ
の
入
不
一
お
次
第
を
語
れ
よ
と
請
い
、
モ
ン
ジ
ュ
が
こ
れ
に
応
ず
る
一
段
。

衆
ポ
サ
ッ
の
請
い
に
対
し
モ
ン
ジ
ュ
は
、
。
切
の
法
に
お
い
て
、
無
言
、
無
説
、
無
示
、
無
識
に
し
て
諸
問
答
を
離
れ
る
の
が

ポ
サ
ッ
の
入
不
二
と
心
得
る
」
と
答
え
る
。

「
‐
■
Ｐ

1

I
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自
在守胸頂宿眼臂沙子

‐
子
意

１
１
；
解
１
１

羅
延圭

昼見守天見相意

自
営
望
画

の
誉
畠
匿
四

●

の
葺
邑
彦
画
崗
昌
画
建

①

耐
｝
回
回
国
罰
酬
包
罰
四
則
副
判
問
國
ｌ

ｚ
胃
ご
ｇ
四

口
倒
口
薗
日
、
盆

呵
吋
画
寺
望
“
丙
唖
凹
邑
四
門
必
四
口
四

両
四
国
函
国
是
壷
画

く
苞
望
ロ
ロ
烏
ぐ
四

桐
昌
望
画
・
画
門
跡
幽
ご
画

甸
儲
四
ず
ぽ
叫
汽
騨
冨

甸
吋
曽
昌
画
惑

蔵
訳
に
よ
る
梵
名

己
彦
肖
自
画
乱
丙
巨
弓
画
ご
画

醜
鄙
倒
、
、
国
旦
毎
画

埠
〆
冒
葺
ご
厳
固

め
吋
画
丙
働
壷
四

国
匿
画
・
埼
四
ご
ｏ
匙
印

の
ロ
ロ
の
岸
旬
四

の
ロ
ロ
倒
雷
屋

I

’
－

ｌ
有
為
‐
べ
目
胃
園
〕
‐
仙
怠
劉
判
（
劉
国
ｇ
ｌ
Ｉ
Ｉ
‐
‐

世
間
言
鳥
房
画
）
と
出
世
間
合
冒
誹
四
国
）

生
死
（
の
画
唇
の
習
画
）
と
浬
藥
宮
司
豐
四
）

尽
（
扇
母
“
）
と
無
尽
（
鼻
笛
忌
）

我
（
剖
口
局
巳
と
無
我
谷
口
騨
目
目
）

明
（
ぐ
冨
鼠
）
と
無
明
（
“
ａ
ご
巴

色
（
昌
冨
）
と
空
（
脅
冒
葛
）

四
種
（
８
目
己
言
冒
）
と
空
種
（
騨
製
農
園
首
）

眼
（
８
履
吊
）
と
色
（
昌
冨
）

不
二
と
し
た
項
目

生
（
巨
冒
豊
四
）
と
滅
官
時
ａ
富
）

我
（
剖
目
目
）
と
我
所
（
削
目
ご
画
）

受
（
豊
習
“
）
と
不
受
缶
晶
忌
愚
）

垢
（
闇
橿
匡
の
雷
）
と
浄
（
ぐ
冨
息
忌
目
）

動
含
厨
①
息
）
と
念
（
目
自
首
鼠
）

一
相
（
①
冨
冨
厨
ｇ
“
）
と
無
相
倉
農
溜
息
）

菩
薩
心
（
ｇ
弓
箭
凹
茸
ぐ
“
ｏ
三
四
）
と
声
聞
心
（
宵
習
幽
冨
ｏ
三
四
）

善
（
官
留
置
）
と
不
善
（
農
忌
巴
四
）

罪
分
留
呂
冨
）
と
福
缶
愚
菌
身
画
）

有
漏
令
留
日
ぐ
画
）
と
無
漏
（
目
閉
園
ぐ
画
）

1

ー



10

Ⅳ
モ
ン
ジ
ュ
が
衆
ポ
サ
ッ
を
代
表
し
て
、
今
度
は
ユ
イ
マ
に
向
い
、
「
入
不
二
の
模
様
を
説
け
」
と
請
い
、
ユ
ィ
マ
が
こ
れ
に
対
し
、

（
の
色
）

黙
然
と
し
て
無
言
で
あ
っ
た
が
、
モ
ン
ジ
ュ
が
さ
ら
に
、
「
こ
れ
こ
そ
真
の
入
不
一
ご
と
讃
じ
た
一
段
。

こ
の
四
段
の
う
ち
第
四
の
も
の
は
支
謙
訳
（
三
世
紀
前
半
の
所
訳
）
原
本
に
な
か
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
よ
り
羅
什
訳
（
四
世
紀
初
め
の

所
訳
）
原
本
に
至
る
一
世
紀
足
ら
ず
の
あ
い
だ
に
お
け
る
こ
の
経
の
流
伝
中
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
が
富
永
仲
基
の
い

わ
ゆ
る
「
加
上
」
の
事
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
意
味
は
あ
と
で
考
え
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
入
不
二
法
門
の
一
品
が
説
か
れ
た
と

き
、
衆
座
中
の
五
千
の
ボ
サ
ッ
は
、
み
な
不
二
法
門
に
入
り
、
無
生
法
忍
（
目
三
富
三
百
号
冑
昌
四
‐
爾
蟹
ｇ
を
得
た
と
い
う
の
で
あ

（
令
⑨
）

〉
（
句
０ 剛鯏鋤剛伽鯛鯛伽卿鰯伽⑳

楽珠宝月徳華福上心寂深無

無 尽頂印

実王手上蔵厳田 善 擬 想 慧 ． 意

睡
産
丙
哩
画
雪
画
園
昌
四
註

の
四
日
ご
言
３
日
画
感

の
幽
回
蔚
昌
邑
凰
昌
画

鈩
頁
胃
昏
四
国
ロ
２
国

の
ロ
ぐ
》
ロ
算
四

屯
口
唇
昌
四
丙
哩
の
賃
画

面
四
回
園
冒
画
ぐ
国
風
匿
画

の
卸
割
ぬ
四
門
ご
底
四

○
画
目
ｐ
Ｈ
○
計
舜
四
吋
“

詞
自
国
四
日
口
・
働
彦
閉
冨

●

］
自
画
。
』
丙
風
余
色
吋
凶
］
画

‐
●

の
四
芹
昌
四
吋
四
《
四

布
施
食
回
目
）
と
廻
向
一
切
智
（
の
胃
§
〕
圏
息
冨
号
倒
巨
目
倒
）

空
（
含
昌
画
薗
）
と
無
相
甸
昌
旦
雰
“
）
と
無
作
（
ｇ
Ｈ
ｇ
壹
苗
）

仏
（
国
ロ
邑
冨
）
と
法
食
言
周
愚
）
と
衆
（
８
９
ｍ
富
）

身
命
四
房
母
ら
と
身
滅
（
囲
騨
ご
画
口
笥
呂
冨
）

身
・
口
・
意
（
扇
冨
ぐ
穏
目
目
馨
忠
毎
菌
国
）

福
行
・
罪
行
・
不
動
行
（
冒
亀
署
巨
昌
習
笥
ご
習
冨
閏
昌
の
闘
国
）

従
我
起
二
（
騨
目
ｇ
胃
冒
茸
冨
目
首
）

有
所
得
相
（
堅
目
冒
冨
息
冒
号
冨
三
ｓ

闇
（
国
目
色
の
）
と
明
（
ご
◎
房
）

楽
浬
藥
（
口
笥
ぐ
習
響
言
国
威
）
と
不
楽
世
間
（
譽
場
腎
画
９
国
吾
凰
ｅ

正
道
（
日
脚
恩
）
と
邪
道
脅
巨
冒
腎
恩
）

実
（
闇
ご
巴
と
不
実
（
目
ぶ
ど
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い
ま
こ
れ
を
裏
返
し
て
考
え
る
と
へ
入
不
二
法
門
の
章
の
最
後
の
一
段
（
Ⅳ
）
は
、
「
さ
と
り
」
の
究
極
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
黙
不
二
」
と
か
「
維
摩
の
一
黙
、
響
雷
の
如
し
」
と
い
わ
れ
る
最
も
人
口
に
会
炎
し
た
場
面
で
あ
る
が
、
最
初
の
支
謙
訳
が
こ
の
一
段

を
欠
い
て
い
た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
が
必
ら
ず
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
し
て
、
念
の
た
め
と
い
う
ほ
ど
の
意

味
合
い
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
そ
う
し
た
語
黙
不
二
の
世
界
に
さ
さ
え
ら
れ
て
こ
そ
モ
ン
ジ
ュ
の
「
無
言
・
無
説
」
の
立
場

（
Ⅲ
）
も
諸
ポ
サ
ッ
（
代
表
と
じ
て
三
十
一
ポ
サ
ッ
）
の
依
言
の
立
場
（
Ⅱ
）
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
モ
ン
ジ
ュ
の
立
場

は
一
方
で
は
諸
ボ
サ
ッ
の
「
さ
と
り
」
（
入
不
二
）
に
関
す
る
個
別
的
な
発
言
を
否
定
的
に
媒
介
し
な
が
ら
、
同
時
に
他
方
で
は
さ
き
の

ご
と
く
ユ
イ
マ
に
お
け
る
よ
り
高
次
な
黙
不
二
の
立
場
を
「
さ
と
り
」
の
究
極
的
な
も
の
と
し
て
知
ら
せ
て
い
く
意
味
合
い
を
も
っ
て
い

る
。
ユ
イ
マ
の
黙
不
二
も
最
後
に
お
け
る
モ
ン
ジ
ュ
の
讃
述
の
言
あ
っ
て
こ
そ
一
黙
が
如
雷
と
し
て
轟
き
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
モ
ン
ジ
ュ
の
そ
の
無
言
乃
至
無
示
の
説
が
効
を
奏
し
得
た
の
も
、
も
と
は
と
い
え
ば
最
初
の
三
十
一
ボ
サ
ッ
の
言
説
あ
っ
て
の
こ
と

で
あ
る
。
い
ま
諸
ボ
サ
ッ
の
個
別
的
な
発
言
を
内
容
的
に
見
て
つ
ぎ
の
四
種
に
分
類
し
得
る
か
と
考
え
る
の
で
、
そ
れ
を
な
が
め
た
う
え

で
そ
れ
ら
と
モ
ン
ジ
ュ
の
立
場
と
の
関
係
を
吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
種
相
互
に
矛
盾
す
る
事
項
を
「
二
」
（
号
皇
巴
と
し
た
も
の
。

⑧
「
受
」
（
且
習
巴
と
「
不
受
」
含
呂
忌
目
）

⑧
『
善
」
（
言
雷
冨
）
と
「
不
善
」
（
四
宮
苗
置
）

⑩
「
有
漏
」
（
鼠
の
菌
国
）
と
「
無
漏
」
（
目
努
箇
国
）

⑭
「
尽
」
舞
笛
窟
）
と
「
無
尽
」
（
異
茜
冨
）

以
上
は
入
不
二
法
門
品
の
概
要
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
と
論
証
過
程
と
に
つ
い
て
は
節
を
改
め
て
説
く
こ
と
に
す
る
。

三
「
入
不
二
」
の
思
想
構
造
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御鋤卿⑯⑮佃
「
生
」
（
呉
忌
合
）
と
「
減
」
（
己
８
号
巴

側
「
垢
」
（
８
ｓ
画
風
巴
と
「
浄
」
含
意
苗
愚
息
）

⑤
「
動
」
（
急
庸
名
巴
と
「
念
」
含
圃
邑
窟
愚
）

側
「
罪
」
（
の
弩
登
冨
）
と
「
福
」
（
自
習
且
冨
）

伽
「
有
為
」
（
含
冨
ｓ
巴
と
「
無
為
」
（
呂
言
巴

⑫
「
世
間
」
（
冨
昊
時
巴
と
「
出
世
間
」
（
き
き
は
胃
巴

側
「
生
死
」
（
団
昌
鼠
国
）
と
「
浬
藥
」
宮
時
忌
急
）

〆

⑳
「
闇
」
（
冨
日
閉
）
と
「
明
」
（
ご
具
厨
）

剛
「
楽
世
間
」
（
昌
弓
習
讐
言
国
威
）
と
「
不
楽
世
間
」
（
協
一
湧
劉
呂
胃
房
言
合
）

第
三
種
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
一
義
を
な
す
事
項
を
「
二
」
も
し
く
は
「
異
」
と
し
た
も
の
。

②
「
我
」
愈
言
闘
巳
と
「
我
所
」
愈
言
国
富
）

例
「
菩
薩
心
」
（
９
号
厨
鼻
雪
胃
詳
言
）
と
「
声
聞
心
」
（
脅
弩
禺
胃
三
四
）

⑱
「
四
種
」
（
ｓ
言
７
号
騨
巳
と
「
空
種
」
（
異
課
登
言
冨
）

第
二
種
相
互
に
反
対
な
関
係
に
あ
る
事
項
を
「
二
」

「
正
道
」
（
冒
腎
程
）
と
「
邪
道
」

●

「
身
」
（
の
鼻
冨
冨
）
と
「
身
滅
」

「
明
」
含
箆
冨
）
と
「
無
明
」
（
圏
巨
富
）

「
我
」
（
弾
目
豊
）
と
「
無
我
」
（
目
騨
白
目
）

「
実
」
宙
呉
怠
）
と
「
不
実
」
（
冒
忌
巴

（
の
四
骨
斥
凶
昌
凹
旨
時
○
○
彦
四
）

（
穴
巨
Ｈ
旨
幽
門
頤
四
）

と
し
た
も
の
。

一

I

I
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ー心 き司 （2）
ｰの色の
と（6）空一可
を の吟一我

⑥
．
相
」
（
異
巴
畏
茜
混
）
と
「
無
相
」
（
巴
呉
茜
冨
）

⑰
「
色
」
（
昌
冨
）
と
「
色
空
」
（
日
冨
‐
含
邑
冨
）

⑳
「
布
施
」
（
忌
愚
）
と
「
回
向
一
切
智
」
（
の
胃
ぐ
巴
爵
目
‐
富
国
忌
日
四
園
）

㈱
「
従
我
起
二
」
（
騨
日
閏
扇
ご
具
吾
筥
旦
巴

御
「
有
所
得
相
」
愈
冨
日
冨
息
冒
苦
言
急
冨
）

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
第
一
種
（
矛
盾
）
は
九
、
第
二
種
（
反
対
）
も
九
、
第
三
種
（
関
連
）
は
八
、
第
四
種
（
そ
の
他
）
は
五

と
な
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
大
凡
に
つ
い
て
分
類
し
た
も
の
で
あ
り
、
相
互
に
か
さ
な
り
合
い
入
り
く
み
合
い
し
た
も
の
も
多
少
な
ら

ず
あ
る
。
た
と
え
ば
⑥
の
．
相
」
と
「
無
相
」
の
ご
と
き
は
第
一
種
に
も
入
れ
得
る
し
、
第
二
種
に
も
入
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
㈲

の
「
動
」
「
念
」
と
側
の
「
罪
」
「
福
」
と
は
、
鰯
の
「
福
」
「
罪
」
「
不
動
」
と
そ
れ
ぞ
れ
に
か
ら
み
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

②
の
「
我
」
と
「
我
所
」
は
、
⑮
の
「
我
」
と
「
無
我
」
お
よ
び
㈱
の
「
従
我
起
一
ご
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
し
、
伽
の
「
色
」
と

「
色
空
」
は
⑲
の
「
眼
」
と
「
色
」
お
よ
び
⑳
の
「
空
」
「
無
相
」
「
無
作
」
と
無
関
係
で
も
な
く
、
そ
の
御
中
の
「
無
相
」
は
ま
た
さ

き
の
⑥
の
「
無
相
」
と
異
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
他
剛
の
「
楽
浬
藥
」
と
「
不
楽
世
間
」
の
ご
と
き
は
、
例
の
「
菩
薩
心
」
と
「
声
聞

心
」
と
を
「
不
二
」
と
す
る
立
場
と
矛
盾
す
る
「
声
聞
」
に
偏
し
た
立
場
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
ふ
う
で

⑲
「
眼
」
（
８
罵
易
）
と
「
色
」

⑳
「
空
」
念
目
冨
園
）
と
「
無
舘

倒
「
仏
」
（
切
目
号
巴
と
「
法
」

“
「
身
」
と
「
口
」
と
「
意
」
ｅ

⑮
「
福
行
」
と
「
罪
行
」
と
「
不
尋

第
四
種
以
上
の
三
種
以
外
の
も
の
。

⑥
．
相
」
（
異
巴
畏
茜
混
）
と

⑰
「
色
」
（
昌
冨
）
と
「
色
空
」

⑳
「
布
施
」
（
忌
愚
）
と
「
回
向

㈱
「
従
我
起
二
」
（
騨
日
閏
国
ご
三

脚
「
有
所
得
相
」
愈
冨
日
冨
息
冒

（
８
罵
易
）
と
「
色
」
（
目
冨
）

（
含
邑
冨
園
）
と
「
無
相
」
（
四
昌
言
茸
四
）
と
「
無
作
」
（
９
国
巳
三
ｓ
）

（
切
目
号
巴
と
「
法
」
ａ
冨
貝
目
）
と
「
衆
」
（
の
豊
侭
言
）

と
「
口
」
と
「
意
」
（
穴
凶
昌
四
『
幽
唄
日
四
国
画
亨
の
凹
冒
ぐ
四
門
巴

」
と
「
罪
行
」
と
「
不
動
行
」
（
冒
亀
苔
屋
蜀
昌
且
蜀
喜
勝
四
ｓ
の
冨
国
）

､

鼠

〆
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あ
る
か
ら
、
法
自
在
以
下
三
十
一
ポ
サ
ッ
の
発
言
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
す
べ
て
が
論
理
的
な
順
序
に
し
た
が
っ
た
内
容
を
有
す
る
も

の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
こ
に
「
不
二
」
（
且
菌
琶
）
に
お
け
る
「
二
」
（
号
ご
な
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
諸
項
は
、
最
初
の

「
生
」
「
減
」
を
は
じ
め
と
し
て
い
ず
れ
も
大
乗
仏
教
に
お
げ
る
宗
教
的
観
想
の
対
象
項
目
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
基
本
的
な
も
の
ば

か
り
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
問
題
は
つ
ぎ
に
、
そ
れ
ら
の
対
立
、
も
し
く
は
関
連
し
合
う
両
項
ま
た
は
三
項
等
が
ど
の

よ
う
に
観
念
さ
れ
て
「
入
不
二
」
の
証
悟
に
い
た
ら
し
め
ら
れ
た
か
そ
の
論
証
の
過
程
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ま
仙
の
「
生
」
と
「
滅
」

の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
法
は
本
、
不
生
。
今
も
則
ち
不
滅
で
、
こ
の
無
生
法
忍
の
認
得
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
が
入
不
二
法
門
た
る
も

の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
⑥
の
．
相
」
と
「
無
相
」
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
も
し
一
相
が
即
ち
こ
れ
無
相
と
知
れ

ば
、
亦
、
無
相
を
取
ら
ず
、
平
等
に
入
る
で
あ
ろ
う
、
こ
れ
が
入
不
二
法
門
の
さ
と
り
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
⑰
の
「
色
」

と
「
色
空
」
の
場
合
は
、
「
色
が
即
ち
こ
れ
空
で
、
色
の
減
で
空
な
わ
け
で
な
い
。
色
性
が
自
ら
空
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
同
様
に
受

（
ぐ
の
含
愚
）
・
想
（
の
四
ヨ
ョ
）
・
行
（
の
騨
冒
の
富
国
）
・
識
（
ご
言
習
幽
）
ｌ
総
じ
て
五
穂
（
冨
胃
四
‐
の
言
巨
富
）
に
つ
い
て
そ
れ
と
そ

の
空
と
が
二
で
あ
る
。
か
よ
う
に
知
り
わ
け
れ
ば
大
乗
の
さ
と
り
で
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
細
の
「
従
我
起
一
こ
の
場
合
も
、
「
我
の
実

相
を
見
れ
ば
我
と
我
所
と
か
、
我
と
非
我
と
か
の
分
裂
や
執
着
を
生
ず
る
こ
と
が
な
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
識
・
無
所
識
に
至
り
得
た
と

こ
ろ
が
入
不
二
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
論
証
の
し
か
た
の
二
三
の
例
を
具
体
的
に
示
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
総
じ
て
い
え

ば
、
鋤
の
「
正
見
」
と
「
邪
見
」
の
不
二
説
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
正
見
に
住
す
る
こ
と
が
無
分
別
で
、
そ
こ
に
は
邪
も
正
も
な
い
」

と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
な
お
言
説
で
あ
る
か
ら
、
無
言
説
の
立
場
が
よ
り
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
つ
ぎ
に
モ
ン
ジ
ュ

や
ユ
イ
マ
に
よ
っ
て
、
或
は
そ
れ
も
言
葉
に
よ
り
、
我
は
黙
不
二
の
身
業
の
ま
ま
垂
示
さ
れ
た
の
が
Ⅲ
、
Ⅳ
の
場
面
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
次
下
の
香
積
仏
品
以
下
も
最
も
ス
ム
ー
ス
に
展
開
せ
し
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
香
積
仏
の
衆
香
国

で
は
、
言
語
に
よ
ら
ず
し
て
食
事
が
す
な
わ
ち
「
仏
道
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
便
宜
こ
の
あ
と
経
末
に
至
る
ま
で
を
概
略
し
る

し
て
お
こ
う
。
こ
の
経
の
第
十
章
は
「
香
積
仏
」
と
題
し
、
ま
ず
舎
利
弗
が
ま
た
し
て
も
さ
き
の
ご
と
く
、
も
は
や
昼
食
時
に
至
っ
て
い
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る
に
つ
き
諸
ボ
サ
ッ
は
何
を
食
す
べ
き
で
あ
る
か
を
配
慮
し
、
ユ
イ
マ
に
欲
食
の
心
を
ま
じ
え
て
聞
法
す
る
を
呵
せ
ら
れ
る
が
、
ユ
ィ
マ

は
化
ポ
サ
ッ
を
遣
わ
し
て
上
方
衆
香
国
命
胃
ぐ
画
窪
巨
富
豊
遅
且
冨
）
の
香
積
仏
命
長
四
目
会
“
冨
冨
）
の
み
も
と
か
ら
仏
飯
の
余
を

請
取
さ
せ
る
。
そ
の
ち
な
み
に
彼
土
の
ポ
サ
ッ
も
釈
尊
（
圏
ご
凹
日
屋
邑
の
娑
婆
世
界
（
蟹
冨
旨
冨
）
に
来
生
す
る
の
で
、
お
互
に
衆

生
教
化
の
方
法
に
つ
き
語
り
合
う
。
つ
ま
り
衆
香
国
で
は
香
飯
が
仏
事
の
て
だ
て
と
な
る
が
、
こ
の
娑
婆
で
は
言
語
が
教
化
の
方
便
で
あ

る
と
い
う
。
且
は
剛
強
な
「
地
獄
」
「
餓
鬼
」
等
の
用
語
の
い
る
こ
の
世
界
で
の
教
化
に
つ
け
彼
士
の
ポ
サ
ッ
は
釈
尊
に
同
情
し
且
そ
の

大
悲
行
を
讃
歎
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
前
章
の
末
段
に
お
け
る
黙
不
二
の
立
場
か
ら
の
方
便
的
展
開
が
あ
り
、
文
化
生
活
に
対
す
る

宗
教
的
立
場
か
ら
の
批
判
や
譜
諺
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
現
代
の
実
存
哲
学
や
実
存
文
学
は
こ
れ
を
ど
う
見
る
で
あ
ろ
う
か
。
但
し
そ
の

あ
と
、
ユ
イ
マ
は
、
娑
婆
に
は
余
他
の
浄
土
に
な
い
「
十
事
の
善
法
」
（
含
笛
菖
号
異
屍
巴
豊
富
Ｈ
冒
画
闇
言
昌
魚
昌
巴
が
あ
り
、
ま
た

「
八
種
の
生
浄
土
の
法
」
が
あ
る
と
語
っ
て
大
衆
を
勧
奨
す
る
か
ら
、
経
説
と
し
て
は
一
歩
浄
土
義
に
近
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
な
る
。

つ
づ
く
第
十
一
章
は
、
ま
さ
に
「
ポ
サ
ッ
行
」
と
題
し
て
ポ
サ
ッ
の
要
行
を
説
く
も
の
で
、
こ
こ
で
上
来
の
六
章
が
ユ
ィ
マ
の
方
丈
を

場
面
と
し
た
の
か
ら
一
転
し
て
以
下
ふ
た
た
び
毘
耶
離
（
ぐ
巴
織
ｇ
城
外
の
蓄
羅
樹
園
（
崖
冒
同
壱
凹
弓
四
国
四
）
に
お
け
る
仏
辺
に
か
え

る
。
と
り
わ
け
、
さ
き
に
は
香
飯
に
よ
っ
て
仏
事
が
為
さ
れ
た
に
対
し
、
釈
尊
は
改
め
て
仏
事
が
は
ば
広
く
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
し
、
ポ
サ
ッ
の
志
願
を
す
す
め
る
。
衆
香
国
の
ポ
サ
ッ
も
そ
こ
ま
で
随
伴
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
釈
尊
よ
り
「
尽
・
無
尽
無
擬
」

（
恵
暑
異
茜
冨
）
の
法
門
を
受
け
て
還
国
す
る
。
こ
の
法
門
こ
そ
は
「
不
尽
有
為
」
「
不
住
無
為
」
と
し
て
ポ
サ
ッ
の
中
道
実
践
を
説
く

を
示
し
、
ポ
サ
ッ
の
志
願
を
す
す
淫

（
恵
暑
異
茜
冨
）
の
法
門
を
受
け
一

も
の
で
あ
る
。
（
本
稿
Ｐ
６
参
照
）

か
く
し
て
つ
ぎ
に
、
さ
き
に
ユ
イ
マ
が
モ
ン
ジ
ュ
を
誘
っ
て
「
仏
を
見
た
て
ま
つ
ろ
う
」
と
て
仏
辺
に
至
っ
た
と
き
の
こ
と
ば
の
ち
な

み
に
、
如
来
観
が
問
題
に
な
る
。
そ
し
て
如
来
は
、
．
切
の
言
説
を
以
て
分
別
、
顕
示
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
さ
れ
る
所
に

は
、
す
で
に
見
た
入
不
二
法
門
品
の
末
段
と
の
照
応
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
舎
利
弗
が
ユ
ィ
マ
の
本
体
を
知
り
た
い
と
欲
し
た
か

ら
、
仏
は
彼
の
本
国
た
る
妙
喜
国
（
崖
喜
胃
豊
）
と
そ
こ
の
如
来
ア
ク
シ
ョ
ー
ブ
ャ
（
歩
罵
号
冨
酎
阿
閤
仏
）
を
ユ
ィ
マ
に
命
じ
て
示
現

1
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維
摩
経
の
第
九
章
を
中
心
と
す
る
「
入
不
二
」
の
思
想
は
、
イ
ン
ド
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
さ
と
り
」
の
諸
様
態
を
体
系
的
も
し
く
は

典
型
的
に
表
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
中
国
な
ら
び
に
日
本
の
仏
教
に
い
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
理
解
と
受
容
に
会
い
、
ま
た
思
想

史
的
な
発
展
と
変
貌
を
と
げ
て
い
っ
た
か
。
こ
の
節
で
は
、
中
国
に
つ
い
て
は
㈹
四
世
紀
は
じ
め
の
羅
什
『
維
摩
』
訳
業
に
直
結
し
た

『
註
維
摩
』
で
、
日
本
に
つ
い
て
は
㈲
十
三
世
紀
の
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
と
白
十
七
・
八
世
紀
の
僧
溶
（
鳳
潭
）
の
『
発
壕
紗
』
に
代

表
さ
せ
て
、
そ
の
な
が
き
に
わ
た
っ
た
推
移
上
の
特
色
を
な
が
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
註
維
摩
詰
経
』
略
し
て
『
註
維
摩
』
（
十
巻
、
大
正
蔵
三
三
）
は
後
秦
の
鳩
摩
羅
什
（
嗣
匡
自
習
筈
菌
．
筐
や
筐
巴
が
維
摩
経
を

訳
出
す
る
に
際
し
、
羅
什
・
僧
肇
・
道
生
・
道
融
四
人
の
こ
の
経
に
対
す
る
所
見
を
註
釈
書
風
に
開
陳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

ま
ず
羅
什
は
、
入
不
二
法
門
品
の
由
来
を
説
明
し
て
い
う
、
「
仙
有
と
無
と
を
迭
い
に
用
い
る
の
が
仏
法
の
常
で
、
前
品
（
仏
道
の
章
）

で
『
有
』
の
法
を
説
い
た
か
ら
、
次
に
こ
の
章
（
入
不
二
法
門
）
で
は
『
空
』
の
門
を
説
く
の
で
あ
る
。
②
復
、
次
に
、
始
会
（
問
疾
品
）

よ
り
こ
の
か
た
唯
、
維
摩
と
文
殊
の
二
人
が
相
い
対
し
、
余
他
は
皆
、
黙
然
と
し
て
い
た
。
今
、
各
々
そ
の
徳
を
顕
わ
そ
う
と
し
て
、
こ

『
註
維
摩
』

表
さ
せ
て
、

１
註

さ
せ
、
大
衆
に
渇
仰
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
ら
が
そ
の
土
に
往
生
を
願
っ
た
か
ら
、
釈
尊
は
こ
れ
を
保
証
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も

念
仏
・
念
法
・
念
僧
が
宗
教
生
活
の
実
際
で
あ
っ
て
、
こ
と
に
大
乘
ポ
サ
ッ
と
し
て
は
財
施
よ
り
も
法
施
た
る
法
供
養
の
道
を
最
も
重
ん

ず
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
こ
と
を
直
接
説
い
た
の
が
第
十
三
章
「
法
供
養
品
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
釈
尊
の
前
生
を

月
蓋
王
子
（
ｇ
旨
号
四
の
呂
呉
寓
巴
の
発
心
出
家
と
そ
の
法
供
養
の
志
あ
つ
か
っ
た
こ
と
に
托
し
て
物
語
る
。
す
な
わ
ち
「
法
供
養
は
供

養
仏
」
で
あ
る
と
い
う
釈
尊
の
天
帝
に
対
す
る
一
語
に
全
趣
意
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
最
後
の
嘱
累
品
は
弥
勒
と
阿
難
に
こ
の
経
の
流

通
が
付
嘱
さ
れ
る
こ
と
を
の
べ
た
一
段
で
あ
る
。

維
摩 四

「
入
不
二
」
の
発
展
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と
さ
ら
〔
主
人
た
る
維
摩
が
〕
間
う
て
尽
く
説
か
せ
る
の
で
あ
る
。
③
亦
、
い
う
べ
し
、
情
は
あ
る
い
は
同
じ
で
な
く
、
悟
を
発
す
る
に

各
、
因
が
あ
る
。
そ
れ
で
各
自
に
悟
を
説
き
、
広
く
衆
迷
を
釈
か
し
め
る
の
で
あ
る
。
側
そ
れ
、
勝
会
の
、
宗
を
明
か
す
、
必
ら
ず
終
を

美
と
な
さ
し
め
る
を
以
て
す
る
。
今
、
法
座
が
ま
さ
に
散
じ
よ
う
と
し
、
そ
の
深
致
を
究
め
よ
う
と
し
て
、
広
く
『
不
二
』
（
且
菌
葛
）

を
説
い
て
、
そ
こ
で
そ
の
妙
を
尽
す
の
で
あ
る
」
と
。
ま
た
同
じ
く
問
い
を
か
ま
え
て
、
い
わ
く
「
亦
、
三
四
乃
至
無
量
の
法
門
あ

（
乗
）
（
諦
）

り
、
い
か
ん
ぞ
、
た
だ
不
二
と
説
く
や
」
と
。
答
え
て
い
わ
く
、
「
仙
二
（
号
星
四
）
は
事
す
ぐ
な
に
し
て
惑
あ
さ
く
、
余
門
は
事
ひ
ろ
く

し
て
累
ふ
か
し
。
二
す
ら
尚
お
応
に
破
す
べ
け
れ
ば
、
余
は
知
る
べ
き
な
り
」
と
。
②
復
、
次
に
万
法
の
生
ず
る
は
、
必
ら
ず
『
縁
起
』

（
宮
“
耳
葛
囲
日
昌
扇
含
）
に
よ
る
。
縁
起
の
生
法
は
、
多
少
と
同
じ
で
な
い
が
、
そ
の
少
を
極
め
れ
ば
、
か
な
ら
ず
二
の
縁
か
ら
で
あ

る
。
も
し
一
縁
の
生
ず
る
あ
る
、
い
ま
だ
こ
れ
を
聞
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
有
の
縁
起
は
二
法
に
極
ま
る
。
二
法
す
で

に
す
た
ら
ば
、
則
ち
玄
の
境
に
入
る
」
と
。
③
亦
い
わ
く
、
「
二
法
の
門
が
、
一
切
の
法
門
を
摂
す
る
」
と
。
間
う
て
い
わ
く
、
「
い
か

ん
ぞ
、
一
を
破
ら
ざ
る
や
」
と
。
答
え
て
い
わ
く
、
「
も
し
こ
れ
を
名
数
す
れ
ば
一
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
も
し
一
を
以
て
一
と
為
さ
ば
、

亦
い
ま
だ
二
を
離
れ
ず
、
二
を
遣
れ
ば
一
は
こ
こ
に
尽
く
」
る
も
の
で
あ
る
。
倒
復
、
次
に
無
相
の
一
は
名
は
仮
で
あ
っ
て
実
は
亡
で
あ

る
、
実
は
亡
な
ら
ば
体
と
相
と
は
絶
す
る
。
故
に
「
直
ち
に
置
き
て
、
し
か
も
お
の
ず
か
ら
無
な
る
な
り
」
と
。

以
下
に
は
、
羅
什
は
諸
ポ
サ
ッ
の
説
に
触
れ
て
多
少
と
も
具
体
的
個
別
的
に
そ
の
批
判
を
な
し
て
の
べ
て
い
る
。
た
だ
、
最
後
の
モ
ン

ｏ

Ｏ

ジ
ュ
段
に
い
た
り
こ
れ
に
つ
い
て
ま
た
総
論
的
に
の
べ
る
。
い
わ
く
、
「
言
は
曲
弁
で
あ
り
、
説
は
一
往
の
説
。
そ
の
相
を
顕
現
し
て
こ

０

０
○

．

れ
善
、
こ
れ
悪
と
言
う
の
が
示
で
あ
る
」
と
。
さ
ら
に
ユ
ィ
マ
の
一
黙
の
段
に
つ
い
て
、
「
そ
れ
、
黙
と
語
と
殊
な
り
と
雛
も
、
宗
を
明

Ｏ

か
す
こ
と
一
な
り
。
所
会
、
一
な
り
と
雛
も
、
而
も
通
に
精
と
鹿
と
あ
り
。
無
言
に
言
あ
る
（
文
殊
）
は
、
い
ま
だ
し
か
ず
、
無
言
に
言

◎
０
０
Ｏ

な
き
（
維
摩
）
に
は
。
故
に
黙
然
の
論
は
、
論
の
妙
な
る
も
の
な
り
」
と
。

つ
ぎ
に
、
入
不
二
法
門
に
対
す
る
僧
肇
の
見
解
を
み
て
み
よ
う
。
「
言
の
、
世
の
則
と
な
る
、
こ
れ
を
『
法
』
と
謂
う
。
衆
聖
の
由
る

と
こ
ろ
、
こ
れ
を
『
門
』
と
請
う
」
「
経
始
よ
り
已
来
、
所
明
、
殊
な
り
と
雌
も
、
然
も
大
乗
無
相
の
道
な
り
。
無
相
の
道
は
、
即
ち
不

～
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可
思
議
解
脱
（
胃
言
ご
画
急
日
○
爾
幽
）
の
法
門
、
即
ち
第
一
義
（
忌
日
冒
醐
詳
言
）
、
無
二
（
且
ぐ
星
四
）
の
法
門
な
り
。
．
と
れ
、
浄
名
現
疾

。

◎

の
建
つ
る
所
、
文
殊
問
疾
の
立
つ
る
所
な
り
。
凡
・
聖
の
道
、
成
る
は
こ
れ
に
由
ら
ざ
る
莫
し
。
故
に
事
を
篇
端
と
為
し
、
談
を
言
首
と

為
し
、
そ
の
所
為
を
究
む
る
は
一
な
る
の
み
。
然
も
学
者
は
心
を
開
く
に
地
に
あ
り
て
は
受
習
お
な
じ
か
ら
ず
、
或
は
生
。
減
を
観
じ
て

以
て
本
に
反
り
（
法
自
在
）
、
或
は
有
、
無
を
推
し
て
以
て
真
を
体
し
、
或
は
罪
と
福
を
尋
ね
て
以
て
一
を
得
、
或
は
身
・
口
を
察
し
て

以
て
冥
寂
な
り
。
そ
の
塗
（
途
）
殊
な
り
と
難
も
、
そ
の
会
（
合
）
は
異
な
ら
ず
。
異
な
ら
ざ
る
が
故
に
、
衆
人
の
同
ず
る
所
を
取
り
て

以
て
此
の
経
の
大
旨
を
証
す
る
な
り
」
と
。
ま
た
入
「
不
二
」
（
且
『
画
意
‐
宮
弩
の
笛
）
の
要
領
に
つ
い
て
は
、
「
滅
と
は
、
生
を
滅
す
る

、
、
、
、

の
み
。
も
し
無
生
を
悟
ら
ば
、
減
は
、
何
ぞ
滅
す
る
所
あ
ら
ん
。
こ
れ
即
ち
無
生
法
忍
な
る
な
り
。
〔
最
初
の
〕
こ
の
（
法
自
在
）
ポ
サ

ッ
は
、
生
・
減
を
観
ず
る
に
因
り
、
以
て
道
を
悟
る
が
故
に
、
己
が
所
解
を
説
い
て
『
不
二
法
門
』
と
為
す
な
り
。
下
は
皆
、
類
し
て
し

か
り
。
万
法
云
々
た
り
。
真
を
離
れ
て
皆
、
二
と
名
づ
く
。
故
に
『
不
一
こ
を
以
て
言
を
為
す
」
と
。
さ
ら
に
モ
ン
ジ
ュ
段
な
ら
び
に
ユ

イ
マ
ー
黙
段
に
つ
い
て
は
、
「
仙
上
の
諸
人
の
明
か
す
所
、
同
じ
と
い
え
ど
も
、
而
も
所
因
は
各
異
な
り
。
且
ら
く
た
だ
法
相
を
弁
じ

‐
、
、
、
、
ゞ

て
、
言
無
き
を
明
か
さ
ず
。
②
今
、
文
殊
、
衆
家
の
説
を
惣
べ
て
以
て
不
一
お
門
を
開
き
、
直
ち
に
法
相
の
、
言
う
べ
か
ら
ざ
る
を
言
い

て
、
言
を
法
相
に
措
か
ず
。
斯
の
言
た
る
、
言
の
至
れ
る
も
の
な
り
。
③
し
か
も
〔
ユ
ィ
マ
の
〕
静
黙
に
方
れ
ば
、
猶
お
亦
お
く
れ
た

り
」
と
し
、
そ
の
理
由
を
し
め
し
て
、
「
無
言
に
言
あ
る
は
、
い
ま
だ
無
言
に
言
な
き
に
し
か
ず
。
ゆ
え
に
黙
然
た
る
な
り
。
佃
、
上
の

、

諸
ポ
サ
ッ
は
言
を
法
相
に
措
き
、
②
文
殊
は
無
言
に
言
あ
り
。
⑧
浄
名
は
無
言
に
言
な
し
。
こ
の
三
、
宗
を
明
か
す
こ
と
同
じ
と
い
え
ど

Ｏ

も
、
而
も
通
に
深
と
浅
と
あ
り
。
ゆ
え
に
言
は
無
言
に
お
く
れ
、
知
は
無
知
に
お
く
る
、
信
な
る
か
な
」
と
。
ま
た
、
但
し
側
「
黙
し
て

領
す
る
者
は
文
殊
そ
の
人
な
る
な
り
。
彼
［
維
摩
］
が
た
め
に
言
を
持
し
〔
文
殊
の
〕
善
と
称
す
る
ゆ
え
ん
な
り
」
と
。
さ
ら
に
入
不
二

法
門
に
対
す
る
同
じ
く
道
生
の
見
解
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
「
既
に
そ
の
一
を
悟
れ
ば
、
則
ち
衆
事
み
な
得
る
が
故
に
、
一
を
も
っ
て
衆

、
、

Ｏ

事
の
由
る
所
と
為
す
な
り
。
ゆ
え
に
無
方
な
れ
ど
も
、
其
の
道
は
み
な
不
二
に
入
る
が
故
な
る
な
り
。
今
、
人
々
を
し
て
こ
れ
を
説
い
て

以
て
成
験
と
為
さ
し
む
」
、
と
諸
ボ
サ
ッ
に
つ
い
て
の
べ
、
つ
ぎ
に
モ
ン
ジ
ュ
な
ら
び
に
ユ
ィ
マ
の
段
に
つ
い
て
は
、
「
仙
前
の
諸
ポ
サ

、ざ
、
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前
述
の
ご
と
く
維
摩
経
が
大
乗
仏
教
中
、
禅
宗
方
面
に
お
い
て
と
く
に
お
も
ん
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
た
し
か
に
こ
の
入
不
二
法
門
の
一
章

が
あ
っ
た
に
負
う
こ
と
が
ま
こ
と
に
大
き
い
の
で
あ
る
。
試
み
に
道
元
禅
師
（
層
９
１
層
認
）
の
『
正
法
眼
蔵
』
を
ひ
も
と
い
て
み
よ

う
。
同
書
が
大
乗
仏
教
思
想
史
に
お
い
て
し
め
る
高
い
地
位
に
つ
い
て
は
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
い
が
、
こ
の
書
は
前
後
四
回
に
わ
た
っ
て

維
摩
も
し
く
は
維
摩
経
に
関
説
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
は
「
看
経
」
の
巻
（
第
二
十
一
）
に
お
け
る
も
の
で
、
禅
師
が
『
景
徳
伝
燈
録
』

巻
十
七
、
雲
居
伝
に
拠
っ
て
、
看
経
の
時
節
を
論
じ
た
際
、
維
摩
経
を
例
に
と
り
、
そ
れ
ら
を
ば
お
の
れ
の
そ
と
に
読
む
の
で
な
く
、
主

体
的
に
う
ち
に
ふ
か
く
読
む
べ
き
で
あ
る
と
し
た
箇
所
。
第
二
は
「
行
仏
威
儀
」
の
巻
（
第
二
十
三
）
に
お
け
る
も
の
で
、
『
園
悟
禅
師

語
録
』
巻
十
九
に
拠
っ
て
、
「
風
前
剪
断
葛
藤
葉
、
一
言
勘
破
維
摩
詰
」
の
消
息
を
の
べ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
曽
て
ふ
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
第
三
は
「
授
記
」
の
巻
（
第
三
十
一
一
）
に
お
け
る
も
の
で
、
こ
れ
は
直
接
維
摩
経
（
什
訳
）
の
菩
薩
品
第
四
の
初
段
、
弥
勒

節
に
拠
っ
た
も
の
。
そ
の
む
す
び
に
い
う
、
「
し
ば
ら
く
な
ん
ぢ
維
摩
に
と
ふ
、
弥
勒
は
衆
生
と
同
な
り
や
異
な
り
や
詞
試
道
看
（
註
、

Ｉ
↓
文
殊
（
無
言
の
不
二
）

て
い
る
所
を
み
た
。
諸
師
は

伝
」
「
不
立
文
字
」
の
標
梼

２
正
法
眼
蔵

シ
は
、
各
々
『
不
一
こ
の
義
を
説
く
は
、
『
不
一
こ
の
説
く
べ
き
あ
る
に
似
た
り
。
も
し
『
不
一
こ
の
説
く
べ
き
あ
ら
ば
、
す
な
わ
ち
ま

た
こ
れ
『
二
』
に
対
し
て
『
不
一
こ
と
す
る
の
み
な
り
。
②
、
こ
こ
を
も
っ
て
文
殊
は
説
く
べ
き
無
き
を
乃
ち
『
不
二
』
と
為
す
を
明
か

す
も
の
な
り
。
③
、
文
殊
は
説
Ｋ
べ
き
無
き
を
明
か
す
と
い
え
ど
も
、
し
か
も
い
ま
だ
説
の
無
説
た
る
こ
と
を
明
か
さ
ざ
る
な
り
。
こ
こ

を
も
っ
て
維
摩
は
黙
然
無
言
、
も
っ
て
言
の
不
実
な
る
を
表
わ
す
。
〔
何
と
な
れ
ば
〕
言
も
し
果
し
て
実
な
ら
ば
あ
に
黙
す
べ
け
ん
や
」

と
。
ま
た
、
側
「
言
迩
は
無
言
に
尽
く
。
故
に
〔
文
殊
〕
は
歎
じ
て
も
っ
て
善
と
な
す
な
り
」
と
。
他
に
道
融
の
こ
の
章
に
対
す
る
評
言

の
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
が
、
以
上
、
羅
什
・
僧
肇
・
道
生
の
三
人
は
ほ
と
ん
ど
同
工
異
曲
に
諸
ボ
サ
ッ
（
有
言
の
不
二
）

ｌ
↓
文
殊
（
無
言
の
不
一
二
ｌ
↓
維
摩
（
黙
不
二
）
Ｉ
↓
文
殊
（
讃
黙
）
に
お
け
る
「
入
不
二
」
の
次
第
な
ら
び
に
展
開
に
つ
い
て
の
べ

て
い
る
所
を
み
た
。
諸
師
は
一
様
に
維
摩
の
一
黙
に
「
入
不
一
こ
の
極
が
あ
る
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
の
ち
の
禅
宗
に
お
い
て
「
教
外
別

伝
」
「
不
立
文
字
」
の
標
傍
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
一
根
源
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

一

ー
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コ
コ
ロ
ミ
ニ
イ
エ
ミ
ン
）
。
す
で
に
若
弥
勒
得
（
授
）
記
せ
ば
、
一
切
衆
生
も
得
記
せ
ん
と
い
ふ
。
弥
勒
は
衆
生
ｆ
あ
ら
ず
と
い
は
ぱ
、

衆
生
は
（
も
）
衆
生
に
あ
ら
ず
。
弥
勒
も
弥
勒
に
あ
ら
ざ
る
く
し
、
い
か
ん
。
正
当
悠
蜜
時
、
ま
た
維
摩
に
あ
ら
ざ
る
く
し
。
維
摩
に
あ

ら
ず
ば
、
こ
の
道
得
用
不
著
な
ら
ん
。
し
か
あ
れ
ば
い
ふ
く
し
、
授
記
の
、
″
一
切
衆
生
を
あ
ら
し
む
る
と
き
、
一
切
衆
生
お
よ
び
弥
勒
は

あ
る
な
り
。
授
記
よ
く
一
切
を
あ
ら
し
む
く
し
」
と
。
そ
の
趣
意
は
第
一
、
第
二
の
引
用
に
共
通
し
て
、
結
局
「
維
摩
」
を
そ
と
に
見
る

な
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
そ
の
点
は
こ
と
に
第
四
の
も
の
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
『
眼
蔵
』
に
お
け
る
い
ま
一
つ
の
維
摩
引
用

と
は
「
菩
提
分
法
」
の
巻
（
第
七
十
三
）
に
出
る
も
の
で
、
こ
れ
が
直
接
入
不
二
法
門
の
章
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

巻
は
道
元
自
身
が
、
「
こ
の
三
十
七
品
菩
提
分
法
、
す
な
わ
ち
仏
祖
の
眼
晴
鼻
孔
、
皮
肉
骨
髄
、
手
足
面
目
な
り
」
と
示
し
た
ほ
ど
に
重

要
な
一
項
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
十
七
菩
提
分
中
の
八
正
道
支
に
つ
き
、
と
り
わ
け
正
業
道
支
に
詳
論
し
て
、
ま
ず
「
正
業

道
支
は
、
出
家
修
道
な
り
侭
（
中
略
）
出
家
に
不
堪
な
ら
ん
と
も
が
ら
、
い
か
で
か
仏
位
を
嗣
続
せ
ん
」
と
し
、
「
維
摩
居
士
の
仏
出
世

の
時
に
あ
ひ
し
も
、
道
未
尽
の
法
お
ほ
し
、
学
未
到
す
ぐ
な
か
ら
ず
。
（
中
略
）
普
勧
す
ら
く
は
、
尽
十
方
の
天
衆
生
・
人
衆
生
・
龍
衆

生
・
諸
衆
生
、
は
る
か
に
如
来
の
法
を
慕
古
し
て
、
い
そ
ぎ
て
出
家
修
道
し
、
仏
位
祖
位
を
嗣
続
す
べ
し
」
，
「
み
ず
や
、
維
摩
老
も
し
出

家
せ
ま
し
か
ば
、
維
摩
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
る
維
摩
比
丘
を
み
ん
。
今
日
は
わ
づ
か
に
空
生
・
舎
利
子
・
文
殊
・
弥
勒
等
を
み
る
、
い
ま
だ

半
維
摩
を
み
ず
、
い
は
ん
や
三
四
五
の
維
摩
を
み
ん
や
。
〃
も
し
三
四
五
の
維
摩
を
み
ず
、
し
ら
ざ
れ
ば
、
一
維
摩
い
ま
だ
み
ず
、
し
ら

ず
、
保
任
せ
ざ
る
な
り
。
一
維
摩
い
ま
だ
保
任
せ
ざ
れ
ば
、
維
摩
仏
を
み
ず
。
維
摩
仏
を
み
ざ
れ
ば
へ
維
摩
文
殊
・
維
摩
弥
勒
・
維
摩
善

現
・
維
摩
舎
利
子
等
、
い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
な
り
。
（
中
略
）
当
時
唐
朝
・
宋
朝
の
禅
師
等
、
こ
れ
ら
の
宗
旨
に
達
せ
ず
、
み
だ
り
に
維
摩

を
挙
し
て
、
作
得
是
と
お
も
ひ
、
道
得
是
と
い
ふ
。
こ
れ
ら
の
と
も
が
ら
、
あ
は
れ
む
く
し
、
言
教
を
し
ら
ず
、
仏
法
に
く
ら
し
。
あ
る

ひ
は
ま
た
、
あ
ま
つ
さ
へ
は
維
摩
と
釈
尊
と
、
そ
の
道
ひ
と
し
と
お
も
ひ
、
い
へ
る
お
ほ
し
。
こ
れ
ら
ま
た
い
ま
だ
仏
法
を
し
ら
ず
、
祖

道
を
し
ら
ず
、
維
摩
を
も
し
ら
ず
、
は
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
し
て
、
や
が
て
入
不
二
法
門
章
の
こ
と
に
お
よ
び
、
「
か
れ
ら
い
は
く
、
維

摩
、
黙
然
無
言
に
し
て
諸
菩
薩
に
し
め
す
、
こ
れ
如
来
の
無
言
為
人
に
ひ
と
し
と
い
ふ
。
こ
れ
お
ほ
き
に
仏
法
を
し
ら
ず
、
学
道
の
力
量

、

1
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な
し
と
い
ふ
く
し
。
如
来
の
有
言
、
す
で
に
自
余
と
こ
と
な
り
、
無
言
も
ま
た
諸
類
と
ひ
と
し
か
る
べ
か
ら
ず
。
し
か
あ
れ
ば
如
来
の
一

黙
と
維
摩
の
一
黙
と
、
相
似
の
比
諭
に
す
ら
お
よ
ぶ
べ
か
ら
ず
。
言
説
は
こ
と
な
り
と
も
、
黙
然
は
ひ
と
し
か
る
べ
し
と
億
（
臆
）
想
せ

る
と
も
が
ら
の
力
量
を
さ
ぐ
る
に
は
、
仏
辺
人
と
す
る
に
も
お
よ
ば
ざ
る
な
り
。
か
な
し
む
べ
し
、
か
れ
ら
い
ま
だ
声
色
の
見
聞
な
し
、

い
は
ん
や
跳
（
超
）
声
色
の
光
明
あ
ら
ん
や
、
い
は
ん
や
黙
の
黙
を
学
す
べ
し
と
だ
に
も
知
ら
ず
、
あ
り
と
だ
に
も
き
か
ず
。
」
「
お
ほ

よ
そ
諸
類
と
諸
類
と
、
そ
の
動
静
な
ほ
こ
と
な
り
、
い
か
で
か
釈
尊
と
諸
類
と
お
な
じ
と
い
ひ
、
お
な
じ
か
ら
ず
と
比
論
せ
ん
。
こ
れ
仏

祖
の
堂
奥
に
参
学
せ
ざ
る
と
も
が
ら
、
か
く
の
ご
と
く
い
ふ
な
り
。
あ
る
ひ
は
邪
人
お
ほ
く
お
も
は
く
、
言
説
動
容
は
こ
れ
仮
法
な
り
。

寂
黙
凝
然
は
こ
れ
真
実
な
り
。
か
く
の
ご
と
く
い
ふ
、
ま
た
仏
法
に
あ
ら
ず
、
梵
天
・
自
在
天
等
の
経
教
を
、
伝
聞
せ
る
と
も
が
ら
の
所

計
な
り
。
仏
法
い
か
で
か
動
静
（
註
、
語
黙
）
に
か
か
は
ら
ん
。
仏
道
に
動
静
あ
り
や
、
動
静
な
し
や
、
動
静
を
接
す
〔
る
〕
や
、
動
静

に
接
せ
ら
る
や
と
、
審
細
に
参
学
す
べ
し
、
而
今
の
晩
学
た
ゆ
む
こ
と
な
か
れ
」
と
維
摩
を
は
じ
め
仏
経
の
学
び
か
た
を
お
し
え
、
「
維

摩
は
是
に
し
て
一
黙
あ
り
、
い
ま
は
一
黙
せ
ざ
る
は
、
維
摩
よ
り
劣
な
り
と
お
も
へ
る
と
も
が
ら
の
み
あ
り
、
さ
ら
に
仏
法
の
活
路
な

し
。
あ
る
ひ
は
ま
た
、
維
摩
の
一
黙
は
す
な
は
ち
世
尊
の
一
黙
な
り
と
お
も
ふ
と
も
が
ら
の
み
あ
り
。
さ
ら
に
分
別
の
光
明
あ
ら
ざ
る
な

り
。
か
く
の
ご
と
く
お
も
ひ
い
ふ
と
も
が
ら
、
す
べ
て
い
ま
だ
か
っ
て
仏
法
見
聞
の
参
学
な
し
と
い
ふ
く
し
。
大
宋
国
人
に
あ
れ
ば
と

て
、
仏
法
な
る
ら
ん
と
お
も
ふ
こ
と
な
か
れ
」
「
い
は
ゆ
る
正
業
は
僧
業
な
り
、
論
師
経
師
の
し
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。
僧
業
と
い
ふ
は

雲
堂
裏
の
功
夫
な
り
、
仏
殿
裏
の
礼
拝
な
り
、
後
架
裏
の
洗
面
な
り
、
乃
至
合
掌
問
訊
・
焼
香
焼
湯
す
る
、
こ
れ
正
業
な
り
」
と
む
す
ん

で
い
る
。
以
上
四
回
の
引
用
や
関
説
に
お
い
て
直
接
「
入
不
二
」
に
触
れ
た
の
は
第
四
の
場
合
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
趣
意
に
お

い
て
は
第
一
の
場
合
に
も
、
ま
た
第
三
第
三
の
場
合
に
も
同
じ
く
「
入
不
一
こ
の
さ
と
り
が
ま
さ
し
く
「
正
法
の
眼
蔵
」
で
あ
り
「
浬

藥
の
妙
心
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
「
入
不
二
法
門
」
一
品
の
趣
意
は
や
が
て
「
維
摩
」
一

／

経
の
底
を
貫
く
精
神
で
あ
り
原
理
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
と
言
え
る
。

さ
き
の
『
註
維
摩
』
に
は
じ
ま
る
維
摩
研
究
は
、
一
方
に
三
論
・
天
台
・
華
厳
等
各
宗
に
お
け
る
「
教
」
維
摩
と
し
て
発
展
し
、
他
方

一
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（
ん
詮
）

『
註
維
摩
経
会
要
発
壕
紗
』
五
巻
は
、
華
厳
の
鳳
潭
（
一
六
五
四
’
一
七
三
八
）
が
著
し
た
維
摩
註
釈
書
で
、
そ
の
題
名
が
示
す
よ
う

、
、

に
諸
家
の
維
摩
経
研
究
を
綜
合
し
、
あ
わ
せ
て
自
己
の
こ
れ
に
対
す
る
見
解
を
の
べ
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
当
代
仏
教
研
究
の
一
面
に
お

け
る
特
色
を
発
揮
し
た
も
の
と
し
て
す
こ
ぶ
る
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
鳳
潭
の
略
歴
か
ら
の
べ
よ
う
。
鳳
潭
（
一
に
芳
潭
）
は
僧
名

を
僧
溶
（
そ
う
し
ゅ
ん
）
と
称
し
、
摂
津
国
豊
能
郡
池
田
町
の
人
で
あ
る
。
あ
る
い
は
越
中
国
西
砺
波
郡
埴
生
村
の
人
と
も
い
う
が
、

Ｏ
○
０
０

『
発
隙
紗
』
内
題
に
は
少
く
と
も
「
榑
桑
摂
津
浪
華
僧
溶
鳳
潭
撰
」
と
見
え
る
。
鳳
潭
は
字
で
、
華
嶺
道
人
ま
た
は
幻
虎
道
人
と
も
号
し

た
。
万
治
二
年
二
月
十
五
日
を
も
っ
て
生
れ
る
。
幼
よ
り
出
家
の
志
あ
り
、
十
六
才
の
と
き
つ
い
に
父
の
許
し
を
得
ず
し
て
河
内
国
今
井

郡
法
雲
寺
慧
極
の
門
に
走
っ
た
か
ら
、
父
は
憾
み
に
お
も
い
親
子
の
縁
を
た
っ
た
と
い
う
。
瑞
龍
鉄
眼
が
こ
れ
を
聞
い
て
慧
極
に
乞
い
、

師
を
貰
い
う
け
て
資
と
し
た
も
の
で
、
入
室
の
と
き
僧
溶
菊
潭
と
授
け
ら
れ
た
の
を
の
ち
鳳
潭
に
改
め
た
と
い
う
。
そ
の
名
か
ら
も
、
‐
幼

少
の
こ
ろ
か
ら
覇
気
あ
る
ひ
と
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
二
十
才
、
肥
前
長
崎
に
お
も
む
き
外
典
を
学
び
、
さ
ら
に
大
志
を
お

こ
し
、
・
イ
ン
ド
に
ま
で
渡
ろ
う
と
し
た
が
、
国
禁
の
た
め
果
さ
ず
。
や
が
て
大
阪
に
帰
り
、
延
宝
八
年
鉄
眼
が
東
武
に
お
も
む
く
や
、
こ

れ
に
従
っ
た
。
眼
は
と
き
に
華
厳
の
廃
絶
し
た
こ
と
を
傷
み
、
師
に
勧
め
て
同
宗
の
復
興
を
は
か
ら
せ
た
。
よ
っ
て
師
は
華
厳
興
隆
の
志

（
Ｆ
Ｄ
）

を
立
て
、
貞
享
元
年
（
二
十
六
才
）
南
都
に
遊
び
、
興
福
寺
や
束
大
寺
で
法
相
、
倶
舎
、
華
厳
、
因
明
等
を
学
ん
だ
。
三
十
五
才
（
元
禄

六
）
の
と
き
泉
涌
寺
雲
龍
院
恵
応
を
戒
師
と
し
て
受
戒
し
、
元
禄
八
年
は
じ
め
て
比
叡
山
に
登
り
、
安
楽
院
光
謙
に
就
い
て
法
華
文
句
を

聴
い
た
。
そ
の
こ
ろ
に
逸
話
が
あ
る
。
初
め
光
謙
が
法
華
三
大
部
（
玄
義
・
文
句
・
摩
訶
止
観
）
を
講
じ
た
と
き
、
聴
者
は
群
集
し
た

が
、
の
ち
漸
減
し
、
最
後
に
師
一
人
と
な
っ
た
の
で
、
光
謙
は
講
を
廃
し
よ
う
と
し
た
。
と
き
に
師
は
土
偶
数
十
個
を
席
に
つ
ら
ね
て
、

展
さ
せ
た
者
が
あ
る
。

３
発
壕

に
お
い
て
理
論
は
そ
れ
ら
に
よ
り
な
が
ら
、
ま
た
「
入
不
二
」
を
中
心
と
す
る
独
自
の
維
摩
「
禅
」
と
し
て
発
達
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

わ
が
徳
川
期
に
い
た
り
、
華
厳
の
学
僧
に
し
て
革
め
て
『
註
維
摩
』
に
拠
り
な
が
ら
、
し
か
も
天
台
義
に
お
け
る
維
摩
開
発
を
継
承
し
発

展
さ
せ
た
者
が
あ
る
。
そ
れ
が
十
七
・
八
世
紀
の
交
に
在
世
し
た
僧
溶
鳳
潭
で
あ
る
。
項
を
改
め
て
記
そ
う
。

紗
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群
衆
は
土
偶
に
等
し
、
続
け
て
講
じ
給
え
と
乞
う
た
。
光
謙
は
た
め
に
全
三
大
部
を
講
了
し
た
と
伝
え
る
。
す
こ
ぶ
る
気
骨
の
あ
る
ひ
と

で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
し
た
が
っ
て
学
風
も
概
ね
み
な
旧
套
を
脱
し
、
つ
ね
に
新
機
軸
を
開
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
方
面
を
つ
ぎ
の
四

と
し
て
見
る
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

㈹
倶
舎
論
研
究
は
従
来
主
と
し
て
円
暉
の
『
頌
疏
』
を
用
い
た
が
、
師
は
専
ら
光
・
宝
一
一
記
に
依
る
べ
き
を
唱
え
た
。

目
起
信
論
研
究
は
従
来
主
と
し
て
宗
密
の
『
注
疏
』
に
依
っ
た
が
、
師
は
法
蔵
の
『
義
記
』
を
重
ん
ず
べ
き
も
の
と
し
た
。

白
華
厳
研
究
に
お
い
て
は
従
来
、
澄
観
・
宗
密
を
主
と
す
る
南
都
の
相
伝
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
き
て
い
た
が
、
宝
永
四
年
に
『
華
厳
五
教

章
匡
真
紗
』
を
撰
し
て
智
僚
・
法
蔵
に
還
る
こ
と
が
華
厳
の
正
統
で
あ
る
と
し
た
。

卿
念
仏
義
研
究
に
お
い
て
は
称
名
義
に
対
し
観
仏
義
を
主
張
し
た
か
ら
浄
土
学
徒
と
の
間
に
は
げ
し
い
論
評
が
お
こ
っ
た
が
、
最
後
ま

精
力
絶
偏
、
ほ
と
ん
ど
不
眠
で
講
説
に
し
た
が
い
、
各
方
面
の
研
究
は
そ
の
ま
ま
次
々
に
す
ぐ
れ
た
著
作
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
現
に

の
こ
る
も
の
だ
け
で
も
『
倶
舎
論
冠
註
三
以
下
約
三
十
部
百
巻
以
上
の
多
き
に
の
ぼ
る
の
で
あ
る
。

晩
年
、
病
を
発
し
、
元
文
三
年
二
月
二
十
六
日
、

無
陰
陽
処
最
奇
哉
本
地
風
光
鉄
樹
開

華
葉
香
瓢
千
古
訓
一
時
頓
証
法
雲
雷

の
一
偶
を
遺
し
て
世
を
去
っ
た
。
享
年
八
十
五
。
こ
の
ひ
と
の
遺
著
の
ひ
と
つ
で
維
摩
研
究
書
と
し
て
は
近
世
に
お
け
る
随
一
の
も
の
と

称
し
て
よ
い
『
発
藤
紗
』
に
つ
い
て
、
以
下
と
く
に
「
入
不
二
」
に
関
す
る
節
を
中
心
に
そ
の
所
見
を
な
が
め
て
み
た
い
。

『
発
壕
紗
』
は
、
鳳
潭
の
研
究
歴
と
本
書
の
内
容
と
か
ら
見
て
、
そ
の
中
年
も
し
く
は
そ
れ
以
前
ご
ろ
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
拠
る
と

こ
ろ
は
そ
の
題
名
に
も
共
通
す
る
『
註
維
摩
』
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
も
っ
ぱ
ら
天
台
智
者
大
師
の
『
維
摩
疏
』
を
重
ん
じ
て
い
る
。

彼
が
天
台
の
学
に
受
け
た
も
の
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
書
の
「
総
序
」
に
注
意
し
て
み
よ
う
。
い
わ
く
、

で
節
を
ま
げ
な
か
っ
た
。
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入
不
二
法
門
」
に
つ
、

第
一
の
四
句
と
は
、

一
に
偏
門
が
偏
理
一

「
原
ぬ
る
に
夫
れ
、
従
来
の
輿
師
、
斯
の
経
を
注
解
す
る
者
は
、
幾
乎
（
ほ
と
ん
ど
）
数
十
家
を
降
ら
ず
。
而
も
菅
だ
輩
の
注
経
と

天
台
の
疏
と
は
、
永
く
不
朽
に
伝
え
、
今
に
流
芳
せ
り
。
而
し
て
又
独
り
弘
宣
し
て
此
の
典
を
講
ず
る
は
、
宇
内
の
都
鄙
、
将
に
歳
々

に
増
盛
に
、
且
月
々
に
愈
熾
な
り
。
鳴
呼
何
ぞ
や
。
蓋
し
此
の
一
経
は
乃
ち
大
乗
の
心
髄
、
方
等
の
膏
油
な
り
。
是
の
故
に
肇
師
の
出

家
、
叡
公
の
啓
悟
は
並
び
に
斯
の
経
に
由
る
。
予
、
霜
か
に
染
の
僧
史
を
按
ず
る
に
、
什
・
肇
・
生
・
融
の
師
資
の
伝
の
中
に
、
各
々

注
維
摩
を
著
わ
す
と
言
う
。
故
に
晴
の
経
目
に
載
す
る
所
、
別
に
列
し
て
、
羅
什
の
『
注
解
』
三
巻
、
生
の
『
解
』
二
巻
、
肇
の
『
注
』

五
巻
と
云
う
・
祇
だ
、
荊
溪
（
輔
行
）
の
、
「
什
公
に
別
の
『
浄
名
疏
』
無
く
、
但
だ
生
・
肇
等
の
諸
徳
と
与
に
経
を
注
す
る
こ
と
有

り
」
と
臼
う
が
如
き
は
、
恐
ら
く
は
生
公
の
伝
に
、
「
初
め
、
関
中
の
僧
肇
、
始
め
て
維
摩
を
注
す
、
世
、
威
く
翫
味
す
、
生
更
に
深

旨
を
発
し
て
新
典
を
顕
暢
す
」
と
云
う
に
拠
る
の
み
。
験
し
て
知
る
、
其
の
実
は
、
在
昔
、
四
家
、
別
に
世
に
流
す
。
而
も
今
、
此
の

注
本
は
蓋
し
後
東
の
編
集
す
る
者
あ
り
、
多
く
三
注
を
操
し
て
少
し
く
融
の
『
疏
』
を
加
え
（
五
六
巻
の
如
し
）
撰
名
す
で
に
浜
び
て

未
だ
其
の
誰
な
る
か
を
詳
に
せ
ざ
る
な
り
。
有
が
云
わ
く
、
唐
の
関
中
の
液
法
師
と
は
何
の
拠
か
こ
れ
あ
ら
ん
。
或
者
は
続
僧
伝
を
引

い
て
晋
の
敏
度
を
指
す
。
此
れ
も
亦
謬
れ
り
。
彼
は
只
、
古
翻
の
三
経
を
合
し
て
而
も
注
解
を
会
す
る
に
非
ざ
る
を
以
て
の
故
に
、
其

の
来
る
こ
と
尚
お
旧
し
、
後
の
補
亡
を
俟
っ
の
み
」
と
。
（
原
、
漢
文
。
以
下
、
同
）

鳳
潭
が
中
国
以
来
か
ず
多
く
現
わ
れ
た
維
摩
研
究
書
の
な
か
か
ら
、
と
く
に
『
註
維
摩
』
と
天
台
疏
を
推
賞
し
、
し
か
も
教
「
維
摩
」

の
時
代
的
新
発
揮
に
つ
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
℃
そ
こ
に
は
「
維
摩
」
禅
に
対
す
る
抵
抗
と
反
撃
の
情

も
皆
無
で
あ
っ
た
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
洞
門
の
原
坦
山
を
迎
え
て
教
・
禅
に
通
ず
る
明
治
の
新
仏
教
研
究
が
東
京
大
学
で
行
わ
れ

た
時
期
の
前
段
階
の
も
の
で
あ
る
だ
け
、
『
発
壕
紗
』
の
維
摩
理
解
は
思
想
史
的
に
意
義
ぶ
か
い
。
た
だ
こ
こ
で
は
前
来
の
関
係
で
、
「

入
不
二
法
門
」
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
「
十
の
四
句
」
を
あ
げ
る
こ
と
で
そ
の
思
想
的
特
色
を
示
す
に
足
り
よ
う
。

に
偏
門
が
偏
理
に
入
る
。

（
三
蔵
の
三
乗
）
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第
三
の
四
句
と
は
く

第
二
の
四
句
と
は
、

一
に
次
第
門
が
次
第
の
理
に
入
る
。
（
別
教
の
菩
薩
、
初
地
に
入
る
者
）

二
に
次
第
門
が
円
理
に
入
る
。
（
別
が
初
住
に
入
る
）

三
に
円
門
が
次
第
の
理
に
入
る
。
（
円
の
菩
薩
が
現
に
初
地
に
入
る
）

四
に
円
門
が
円
理
に
入
る
。
（
円
が
初
住
に
入
る
）

四
句
交
互
に
同
じ
く
「
中
道
」
に
入
る
、
故
に
皆
同
じ
く
今
の
門
に
入
る
。

二
に
円
門
が
偏
理
に
入
る
。
（
三
乗
が
円
を
聞
い
て
偏
に
入
る
）

三
に
偏
門
が
円
理
に
入
る
。
（
二
乗
の
根
敗
、
高
原
は
入
の
義
を
論
ぜ
ず
、
三
蔵
の
菩
薩
は
入
を
論
ず
る
を
妨
げ
ず
）

四
に
円
門
が
円
理
に
入
る
。
（
仏
慧
に
入
る
菩
薩
）

そ
し
て
後
の
二
句
は
、
是
れ
今
の
不
二
法
門
で
あ
る
。

一
に
教
が
理
門
と
為
る
。
（
教
を
聞
い
て
理
を
悟
る
）

二
に
理
が
教
門
と
為
る
。
（
理
に
由
り
教
を
識
る
）

三
に
教
が
教
門
と
為
る
。
（
若
し
一
句
を
聞
く
も
無
量
の
義
に
達
す
）

四
に
理
が
理
門
と
為
る
。
（
理
よ
り
進
入
し
、
初
め
て
初
住
よ
り
乃
ち
妙
覚
に
至
る
）

前
の
三
句
は
多
く
は
是
れ
三
十
一
の
菩
薩
の
、
入
不
二
法
門
な
り
。
後
の
一
句
は
是
れ
文
殊
・
浄
名
の
入
不
二
法
門
な
り
。
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一
に
教
門
は
理
門
に
非
ず
。
（
教
は
是
れ
能
通
、
理
は
是
れ
所
通
に
し
て
能
所
異
な
る
が
故
に
）

二
に
理
門
は
教
門
に
非
ず
。
（
解
脱
の
中
に
は
言
説
有
る
こ
と
無
し
）

三
に
教
門
は
即
ち
理
門
な
り
。
（
文
字
即
ち
解
脱
な
る
が
故
に
）

四
に
理
門
は
即
ち
教
門
な
り
。
（
解
脱
は
即
ち
文
字
な
る
が
故
に
）

前
の
二
句
は
、
三
蔵
の
理
と
教
と
に
し
て
今
の
「
入
」
（
不
二
）
の
門
に
非
ず
。
後
の
二
句
は
、
是
れ
今
の
「
入
」
（
不
二
）
の
門
な

、
ソ
◎

第
四
の
四
句
と
は
、

第
六
の
四
句
と
は
、

第
五
の
四
句
と
は
、

一
に
黙
門
は
「
入
」
な
ら
ず
。
（
身
子
の
黙
然
）

二
に
黙
門
は
入
な
り
。
（
浄
名
は
口
を
杜
ず
）

三
に
黙
・
説
の
門
は
皆
、
不
入
な
り
。
（
三
蔵
の
理
教
）

四
に
教
・
理
は
皆
、
入
な
り
。
（
円
家
の
教
理
）

〔
法
は
か
く
の
ご
と
く
〕
人
は
則
ち
三
十
三
の
菩
薩
是
れ
な
り
。

一
に
教
門
の
入
な
り
。
（
今
の
説
を
聞
く
の
入
）

二
に
行
門
の
入
な
り
。
（
久
し
く
浄
業
を
積
み
、
称
は
無
量
な
る
者
）

三
に
教
・
行
共
に
門
と
為
す
入
な
り
。
（
門
の
如
く
に
し
て
入
を
行
ず
る
者
）
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第
七
の
四
句
と
は
、

一
に
教
を
得
て
門
を
得
ざ
る
な
り
。
（
文
字
の
法
師
）

二
に
門
を
得
て
教
を
得
ざ
る
な
り
。
（
観
慧
の
禅
師
）

０

０

三
に
門
、
復
た
教
を
得
る
な
り
。
（
聞
慧
の
法
師
）

四
に
教
と
門
と
共
に
得
ざ
る
な
り
。
（
仮
名
の
阿
練
若
）

０
Ｏ

前
と
後
と
の
両
句
は
門
に
非
ず
、
亦
復
、
入
な
ら
ず
。
中
の
二
句
は
真
の
悟
入
の
者
に
は
、
是
の
門
が
亦
是
れ
「
入
」
な
る
な
り
。
未

日
脚
，
、
、
目
・
㈲

だ
悟
入
せ
ざ
る
者
は
、
観
行
の
中
に
「
門
」
を
論
じ
、
「
入
」
を
論
ず
。
〔
こ
れ
〕
真
の
「
入
不
二
」
法
門
に
非
ざ
る
な
り
。

第
八
の
四
句
と
は
、

一
に
門
を
出
で
、
入
を
論
ず
。
（
『
法
華
』
に
云
わ
く
、
「
仏
教
の
門
を
以
て
三
界
の
苦
を
出
で
、
是
の
宝
乘
に
乗
じ
て
直
ち
に
道
場

に
至
る
」
と
。
即
ち
三
乗
は
五
味
の
教
を
歴
て
入
る
な
り
）

二
に
門
を
出
で
、
入
を
得
ず
。
（
『
法
華
』
に
云
わ
く
、
「
父
に
背
い
て
而
も
去
る
こ
と
五
十
余
年
」
と
。
即
ち
凡
夫
、
五
道
の
者
）

三
に
亦
出
、
亦
入
し
て
「
入
」
を
得
。
（
『
浬
藥
』
に
云
わ
く
、
「
無
常
の
色
を
捨
て
、
常
色
を
獲
得
す
。
受
・
想
・
行
・
識
も
亦

復
、
是
の
如
し
」
と
。
即
ち
別
教
の
菩
薩
の
入
な
り
）

四
に
不
出
、
不
入
に
し
て
而
も
入
る
。
（
生
死
は
即
ち
浬
薬
な
り
。
何
ぞ
出
入
を
論
ぜ
ん
。
煩
悩
を
断
た
ず
し
て
而
も
浬
薬
に
入
る
、

真
の
入
不
二
法
門
、
即
ち
円
教
の
菩
薩
の
入
な
り
）

四
に
教
に
非
ず
、
行
に
非
ざ
る
の
入
な
り
。
（
文
殊
と
浄
名
）

今
、
教
を
聞
い
て
行
じ
て
而
も
入
る
に
は
非
ず
。
久
し
く
仏
道
を
成
ず
る
が
故
な
り
。

一

手
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一
に
三
門
は
入
な
ら
ず
。
（
蔵
・
通
の
義
推
の
三
観
の
門
）

二
に
三
門
は
入
る
。
（
円
の
一
心
三
観
の
門
）

三
に
三
門
は
亦
入
、
亦
不
入
な
り
。
（
別
の
菩
薩
は
別
入
に
し
て
円
入
に
非
ず
）

四
に
三
門
は
非
入
、
非
不
入
な
り
。
（
三
観
門
を
修
す
る
不
定
の
円
・
別
の
人
）

是
れ
則
ち
三
十
二
の
菩
薩
は
、
各
々
入
不
二
法
門
を
説
く
。
此
れ
情
悟
に
約
し
て
以
て
釈
す
る
な
り
。

浄
名
の
杜
口
は
、
是
れ
真
の
入
不
二
法
門
な
る
は
、
此
れ
理
に
就
い
て
釈
す
る
な
り
。

Ｏ
Ｏ

若
し
向
（
さ
き
）
に
解
す
る
如
き
は
、
「
二
」
と
「
不
二
」
と
を
迷
と
悟
に
約
し
て
釈
す
る
も
の
な
り
。

。

Ｏ

若
し
中
を
照
し
て
「
不
二
」
と
名
づ
く
る
に
就
か
ば
、
即
ち
是
れ
照
に
し
て
双
寂
な
る
、
亦
名
づ
け
て
入
と
為
す
。
二
謡
を
双
照
す
る

Ｏ

○

之
を
名
づ
け
て
二
と
為
す
、
即
ち
是
れ
寂
に
し
て
双
照
す
る
、
亦
名
づ
け
て
出
と
為
す
。
是
れ
則
ち
一
一
・
不
二
入
と
（
之
）
出
と
（
与
）

ゞ
０

０

．

皆
、
悟
に
就
て
論
ず
。
法
と
は
所
照
の
二
・
不
二
の
（
之
）
法
な
る
な
り
。
門
と
は
還
っ
て
是
れ
二
・
不
二
の
法
を
照
し
、
通
達
し
て
滞

Ｏ

ｏ

Ｏ

無
き
を
名
づ
け
て
「
門
」
と
為
す
な
り
。
是
れ
則
ち
還
っ
て
是
れ
一
法
、
用
に
約
す
る
処
に
名
異
な
る
が
故
に
、
「
入
不
二
法
門
」
と
名

Ｏ

づ
く
。
又
二
と
は
、
俗
謡
・
真
諦
、
生
死
・
浬
藥
を
「
二
」
と
為
す
。
若
し
偏
に
俗
諦
を
存
せ
ば
や
是
れ
生
死
、
流
動
す
。
若
し
浬
藥
を

第
十
の
四
句
と
は
、

一
に
三
門
は
入
な
《

第
九
の
四
句
と
は
、

一
に
、
入
り
て
而
も
入
ら
ず
。
（
化
城
に
入
る
と
錐
も
、
未
だ
宝
所
に
入
ら
ず
）

二
に
、
入
り
て
而
も
入
を
論
ず
。
（
『
婆
路
』
に
云
わ
く
、
「
是
の
二
空
に
因
り
、
中
道
に
入
る
を
得
」
と
）

三
に
、
出
で
て
而
も
入
を
論
ず
。
（
中
道
よ
り
〔
真
・
俗
の
〕
二
論
を
双
照
す
）

四
に
、
不
入
・
不
出
に
し
て
而
も
入
る
。
（
寂
・
照
、
倶
に
浪
ず
）
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有
と
計
せ
ば
、
是
れ
無
為
、
灰
寂
な
り
。
若
し
此
の
真
。
俗
に
依
れ
ば
、
是
れ
則
ち
コ
ー
」
と
為
す
。
門
外
に
止
住
し
、
彼
の
草
庵
に
宿

り
、
「
不
一
こ
の
門
に
入
る
を
得
て
中
道
を
見
る
こ
と
能
わ
ず
。
今
、
「
不
二
法
門
を
明
せ
ば
、
生
死
・
浬
樂
の
二
に
住
せ
ず
、
亦
、
生

死
・
浬
藥
の
「
不
二
」
を
離
れ
ず
、
双
べ
て
「
二
」
の
辺
及
び
「
不
二
」
の
辺
を
捨
て
、
通
じ
て
中
道
に
至
る
を
、
称
し
て
「
入
不
一
こ

、
、
、

法
門
と
為
す
。
此
の
中
の
道
理
は
之
を
名
づ
け
て
「
門
」
と
為
す
。
即
ち
是
れ
不
思
議
の
不
二
の
門
な
る
な
り
。
（
以
上
）

以
下
此
の
品
に
就
い
て
経
説
の
次
第
に
し
た
が
い
註
記
を
重
ね
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
略
す
る
。
要
す
る
に
鳳
潭
の
「
入
不

一
ご
法
門
に
対
す
る
理
解
は
、
天
台
の
四
教
た
る
蔵
・
通
・
別
・
円
の
四
門
に
立
ち
な
が
ら
、
維
摩
経
第
九
章
の
真
趣
意
の
所
在
を
明
確

に
し
、
ひ
い
て
大
乗
仏
教
全
体
に
お
け
る
入
「
不
一
こ
（
且
ぐ
こ
四
）
の
地
位
を
ば
最
高
絶
対
な
る
も
の
と
し
て
把
握
し
認
識
す
る
所
に

あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
と
り
わ
け
彼
が
、
そ
の
「
入
不
一
こ
を
そ
の
ま
ま
「
不
可
思
議
解
脱
」
（
凹
凰
ヨ
言
‐
二
日
○
厨
四
）
の

意
義
に
お
い
て
と
ら
え
た
こ
と
は
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
さ
と
り
」
の
認
証
と
し
て
最
も
正
し
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

前
世
紀
来
の
仏
教
近
代
化
に
お
け
る
思
想
面
は
、
仏
教
用
語
の
語
学
的
究
明
と
そ
れ
に
よ
る
仏
教
哲
学
の
社
会
的
開
放
か
ら
進
め
ら
れ

て
き
た
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
。
日
本
に
お
け
る
明
治
以
前
の
仏
教
研
究
は
ほ
と
ん
ど
一
様
に
漢
訳
経
論
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
、
も
と

よ
り
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
大
き
な
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
過
去
一
世
紀
中
に
原
典
の
所
在
す
る
も
の
は
直
接
原
典
に
よ
っ
て

研
究
す
る
と
い
う
方
法
が
急
速
に
進
ん
だ
が
た
め
、
い
ま
で
は
パ
ー
リ
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
（
梵
語
）
の
原
経
典
な
ら
び
に
、
チ
ベ
ッ

ト
訳
に
よ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
語
復
訳
等
が
、
従
来
の
漢
訳
以
外
に
貴
重
な
資
料
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
る
に
至
り
、
各
種
仏
典
の
根
本

的
究
明
が
内
外
の
学
者
に
よ
っ
て
旺
盛
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
維
摩
経
に
つ
い
て
も
明
治
中
期
、
す
で
に
漢
訳
（
羅
什

訳
）
に
よ
る
そ
の
英
訳
６
試
み
ら
れ
、
欧
米
人
の
あ
い
だ
に
は
つ
と
に
こ
の
経
の
存
在
が
多
大
の
興
味
と
関
心
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い

五
む
す
び
ｌ
維
摩
経
の
現
代
的
理
解

Ｌ
、
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た
。
そ
の
後
昭
和
時
代
に
な
っ
て
別
の
英
訳
と
さ
ら
に
ド
イ
ツ
語
訳
と
が
で
き
て
一
層
に
こ
の
経
は
海
外
の
学
者
間
に
広
ま
り
、
地
道
な

そ
の
研
究
も
ひ
そ
か
に
進
め
ら
れ
て
い
た
。
三
年
前
に
出
た
ラ
モ
ー
ト
博
士
に
よ
る
こ
の
経
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
〔
愚
Ｆ
向
易
の
億
局
目
の
胃

含
量
冒
巴
爵
月
蝕
．
．
（
弓
国
旦
巨
詳
輿
少
旨
ｇ
芯
）
冨
門
国
冒
目
①
門
面
目
○
群
の
“
（
乞
窪
）
〕
の
ご
と
き
は
、
全
本
文
翻
訳
の
ほ
か
に
精
細
な
研

究
と
註
釈
を
付
し
た
も
の
で
、
内
容
的
に
見
て
内
外
の
仏
教
学
者
の
研
究
成
果
を
縦
横
に
駆
馳
し
た
う
え
に
自
ら
の
多
年
に
わ
た
る
『
維

摩
』
研
究
の
業
績
を
公
表
し
た
も
の
で
、
ま
さ
に
仏
教
学
界
に
一
大
金
字
塔
を
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
漢
訳
、
な
か
で
も
と
く

に
羅
什
訳
『
維
摩
』
を
中
心
に
こ
の
経
に
お
け
る
大
乗
的
「
さ
と
り
」
の
表
明
と
し
て
の
「
入
不
二
」
の
一
段
を
考
察
し
て
き
た
わ
れ
ら

は
、
し
ば
ら
く
こ
の
ラ
モ
ー
ト
師
の
新
著
に
よ
っ
て
「
入
不
二
」
の
現
代
学
的
意
義
を
か
え
り
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
維
摩
経
は
こ
の
書
で
は
、
「
大
乗
仏
教
文
学
中
の
珠
玉
」
（
行
き
舌
屋
号
置
寒
芯
国
言
吊
宮
呂
会
ご
扁
含
毎
画
目
ぐ
雲
言
昌
巴

で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
こ
に
は
「
生
命
ふ
る
え
、
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
」
る
禽
融
日
賦
忠
言
号
急
①
里
忌
日
呂
堅
言
日
ｏ
員
）
も
の
が
あ

り
、
他
の
大
乗
経
典
に
性
々
に
し
て
み
る
冗
漫
さ
も
な
け
れ
ば
、
一
般
の
仏
教
諭
書
の
も
つ
学
術
く
さ
さ
も
な
い
。
そ
れ
で
い
て
学
的
知

的
に
浅
い
の
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
な
い
の
で
あ
る
。
い
な
、
か
え
っ
て
逆
に
無
類
の
し
ん
ら
つ
さ
で
も
っ
て
大
乗
至
極
の
高
い
宗

教
的
境
地
ま
で
人
々
を
達
せ
し
め
よ
う
と
し
て
容
赦
な
く
弾
呵
す
る
か
ら
、
未
到
の
者
か
ら
は
誤
解
を
う
け
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
「
解
脱

を
外
道
の
六
十
二
見
の
な
か
に
求
め
」
（
冒
騨
目
孚
建
冨
の
ｇ
輿
呂
閏
置
忌
辱
ご
国
胃
①
島
易
］
閉
凰
浅
目
急
‐
号
巨
滅
ぐ
月
の
註
扁
の
＄

号
の
意
融
蝕
邑
＄
）
さ
せ
、
「
証
智
に
至
る
た
め
煩
悩
の
海
に
沈
む
こ
と
を
勧
め
」
（
８
房
凰
房
‐
ず
筥
冨
の
号
駕
亘
○
品
図
含
易
毎

日
９
号
の
冨
協
５
扇
宮
日
日
獄
ご
閏
働
き
目
厨
９
９
５
）
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
経
の
教
理
や
思
想
の
深
さ
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
で
に
考
察
し
た
「
入
不
二
」
法
門
（
冒
茸
ｏ
呂
呈
自
画
毎
ｇ
ｇ
Ｈ
言
①
号
置
ご
ｇ
‐
含
呂
誌
）
の
章

の
ご
と
き
は
全
く
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
こ
の
経
の
最
も
哲
学
的
な
理
論
表
明
の
箇
所
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
モ
ー
ト

師
は
こ
の
書
の
緒
論
に
お
い
て
、
「
維
摩
経
の
哲
学
」
（
冨
昌
さ
の
呂
三
の
含
ぐ
言
）
と
い
う
一
章
を
設
け
、
こ
れ
を
さ
ら
に
㈲
古
代
仏

教
に
お
け
る
「
絶
対
」
（
毎
房
。
旨
）
、
㈲
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
絶
対
」
、
お
よ
び
国
維
摩
経
の
『
心
浄
』
（
厨
八
房
ご
器
の
冒
局
①
ｖ
）

一
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の
前
後
三
節
に
分
け
て
細
説
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
㈲
古
代
仏
教
も
し
く
は
原
始
仏
教
に
お
け
る
ブ
ッ
ダ
の
最
初
説
法
は
い
う
ま
で
も
な

く
ベ
ナ
レ
ス
（
団
９
画
愚
の
）
に
お
い
て
五
比
丘
を
対
告
衆
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
面
に
は
の
ち
に
三
法
印
に
ま
と

め
ら
れ
た
四
国
算
冨
（
無
常
）
含
房
言
（
苦
）
９
弾
日
四
口
（
無
我
）
に
関
す
る
説
で
、
そ
れ
を
通
じ
て
ブ
ッ
ダ
は
一
切
諸
法
の
無
自
性
、

無
相
で
あ
る
こ
と
を
さ
と
し
た
の
で
あ
り
、
他
面
に
は
そ
の
理
由
と
し
て
三
冨
呂
（
生
）
と
昌
局
昌
冨
（
減
）
と
が
縁
に
よ
っ
て
起

る
、
い
わ
ゆ
る
縁
起
（
宮
鼻
詳
言
の
四
日
具
凰
合
）
の
法
が
あ
る
こ
と
を
明
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
が
古
代
仏
教
に
お
い
て
思
想

的
に
考
え
ら
れ
た
「
絶
対
」
で
あ
る
と
す
る
。
目
つ
ぎ
に
大
乗
に
お
け
る
「
絶
対
」
は
、
い
わ
ゆ
る
人
空
・
法
空
を
証
得
し
て
「
無
生

法
忍
」
に
達
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。
そ
こ
で
入
不
二
品
の
第
十
七
（
色
・
色
空
）
を
引
用
し
、
ラ
モ
ー
ト
師
は
、
そ
こ
で
一
切
法

（
さ
吊
庁
の
号
日
日
四
）
に
関
し
、
Ａ
か
ら
Ｆ
に
至
る
六
項
の
提
議
を
な
し
て
、
（
Ａ
）
は
無
自
性
含
唇
２
号
冨
冨
”
８
易
愚
言
３

頁
呂
昂
）
も
し
く
は
自
性
空
（
の
冨
雲
弩
農
日
曼
騨
ぐ
昼
閉
号
息
言
埼
①
宮
呂
吊
）
な
る
こ
と
、
（
Ｂ
）
は
不
生
（
目
鼻
冨
昌
四
》
ｇ
ロ
‐
誌
の
）

不
滅
（
画
己
目
三
富
”
ｇ
国
‐
詠
賃
昌
詠
）
な
る
こ
と
、
（
Ｃ
）
は
本
寂
（
呂
泳
蟹
冨
”
・
烏
言
堅
言
の
再
８
言
の
の
）
自
性
滅
（
宮
呉
豊

富
Ｈ
三
吋
ご
弓
冨
”
旨
呉
日
豊
の
日
の
ヨ
ョ
局
ぐ
営
溌
）
な
る
こ
と
と
し
、
一
切
の
法
の
「
如
」
（
富
岳
巴
は
小
乗
で
は
縁
起
と
説
か
れ
、
大
乗

と
く
に
中
観
の
立
場
で
は
空
性
（
、
召
ご
鼻
巴
と
解
さ
れ
、
忠
昌
囹
国
（
輪
廻
、
生
死
、
世
間
）
と
員
尉
忌
混
（
浬
薬
）
と
は
空
の
両
面

で
あ
る
と
し
、
こ
こ
で
入
不
二
品
の
側
（
生
死
・
浬
樂
為
二
）
剛
（
楽
浬
藥
・
不
楽
世
間
為
二
）
を
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
（
Ｄ
）
は
、

無
相
（
巴
禺
茜
混
”
閏
冒
の
８
３
９
画
の
）
で
、
従
っ
て
不
可
説
含
昌
尉
ぐ
四
８
昌
意
》
四
目
号
冨
面
逗
留
日
の
吾
凰
日
号
庁
の
）
不
可
思
（
胃
言
ご
翻

巨
弓
ｇ
綴
匡
＄
）
で
あ
る
と
し
、
入
不
二
品
の
③
（
垢
・
浄
為
二
）
⑥
（
一
相
・
無
相
為
二
）
を
引
用
し
て
い
る
。
と
く
に
注
意
す
べ
き

は
つ
ぎ
の
（
Ｅ
）
に
お
い
て
、
一
切
法
は
平
等
（
留
日
騨
侭
自
己
と
不
二
（
呂
冨
窟
皿
ｇ
早
目
呈
融
）
で
あ
る
、
た
だ
し
こ
れ
は
一
般

に
考
え
ら
れ
る
一
元
論
（
白
目
賦
日
の
）
の
意
味
の
も
の
で
な
い
、
入
不
二
品
は
全
く
不
二
の
法
に
み
ち
み
ち
た
（
①
旨
は
野
①
日
の
ヨ
８
易
月
忌

蝕
置
冒
呂
‐
合
農
詠
）
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
（
Ｆ
）
は
、
大
乗
仏
教
の
空
含
月
昌
誌
）
は
決
し
て
実
在
（
ｇ
は
芯
）
で

な
い
と
し
、
こ
こ
で
も
入
不
二
品
の
⑰
（
色
・
色
空
為
二
）
を
挙
げ
、
さ
ら
に
菩
薩
品
弥
勒
段
の
「
不
二
」
に
還
っ
て
の
べ
て
い
る
。
か



ー －

1
＋
も

｡

32

註 く
、
入
不
二
品
に
参
照
す
る
こ
と
き
わ
め
て
多
い
の
は
最
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
つ
ぎ
に
第
三
の
維
摩
の
『
浄
心
』
念
の
冒
認
の

己
員
巴
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
四
項
を
設
け
、
㈲
仏
典
に
お
け
る
『
心
識
』
説
、
㈲
小
乗
諸
派
の
『
明
心
』
（
鼻
冨
冒
冒
号
冨
豊
四
国
日
《

君
国
忠
の
盲
目
言
の
易
の
）
の
説
、
国
爺
伽
派
の
『
如
来
蔵
』
（
の
日
寓
言
冒
含
己
嵐
高
窓
菌
）
の
説
お
よ
び
御
般
若
経
・
維
摩
経
の
『
無
心
の

心
』
（
。
葺
四
昌
肖
壁
画
日
叩
罵
邑
の
①
の
冒
○
ご
‐
鳶
邑
思
の
）
説
と
し
て
説
明
す
る
。
そ
し
て
結
論
と
し
て
、
維
摩
経
は
般
若
・
宝
積
・
華
厳

（
入
法
界
品
）
・
大
集
経
等
と
一
連
の
古
い
「
神
秘
哲
学
」
含
匡
さ
の
呂
言
８
‐
白
湯
蝕
邑
の
）
の
運
動
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
こ
と

は
す
こ
ぶ
る
興
味
ぶ
か
い
・
か
え
り
み
て
現
代
の
実
存
哲
学
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
か
つ
て
大
乗
仏
教
が
根
本
問
題
と
し
た
思
想
や
宗
教

（
６
）
（
７
）

生
活
の
世
界
史
的
な
再
検
討
で
あ
る
の
趣
き
が
な
い
で
は
な
い
。
鈴
木
大
拙
や
西
田
幾
多
郎
が
極
め
て
仏
教
に
は
勝
縁
な
地
に
生
れ
な
が

ら
、
ふ
か
く
欧
米
人
の
思
想
や
生
活
の
な
か
に
融
け
こ
ん
で
い
っ
て
、
し
か
も
独
自
な
宗
教
哲
学
的
な
領
域
を
開
拓
し
て
い
っ
た
こ
と
の

文
化
史
的
あ
る
い
は
思
想
史
的
意
義
は
、
仏
教
が
宗
教
的
実
践
上
の
中
心
課
題
と
し
た
「
さ
と
り
」
の
大
乗
的
表
現
と
し
て
の
「
不
二
」

‐
（
負
》
）

の
論
理
や
哲
学
に
参
照
し
て
こ
そ
、
そ
の
真
実
性
が
究
め
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
昭
如
・
Ⅲ
・
妬
）

（
１
）
三
国
言
日
智
目
の
賂
ぐ
胃
重
雷
昌
宛
呈
唱
ｏ
口
の
両
恩
の
号
ロ
８
（
毛
呂
）
ｐ
雪
Ｐ
な
お
こ
の
引
用
句
の
続
文
に
お
い
て
彼
は
可
従
っ
て
我
々
の
如

く
、
こ
の
講
演
に
お
い
て
個
人
の
経
験
を
唯
一
の
研
究
課
題
と
し
て
扱
う
者
に
は
、
か
か
る
意
識
状
態
は
重
要
な
一
章
を
構
成
し
、
他
の
諸
章

は
こ
の
章
か
ら
そ
の
ひ
か
り
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ｌ
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
彼
が
神
秘
意
識
状
態
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
た

《
言
の
爵
三
ご
》
を
比
屋
根
教
授
は
い
み
じ
く
も
可
不
立
文
字
、
直
指
人
心
Ｌ
と
禅
語
で
訳
出
し
た
こ
と
は
興
味
ぶ
か
い
。
（
同
氏
訳
可
宗
教
経
験

の
諸
相
ｌ
人
間
性
の
研
究
鴎
三
八
六
頁
参
照
）

（
２
）
英
訳
「
妙
吉
祥
言
、
善
哉
善
哉
。
如
是
菩
薩
、
是
真
悟
入
不
二
法
門
。
於
中
都
無
一
切
文
字
言
説
分
別
」
（
ラ
モ
ー
ト
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
冨
呂
甘
言

冒
言
８
毒
腎
匿
閏
Ｑ
ｏ
ｐ
ｐ
画
８
口
閉
用
具
言
局
員
厨
幽
旦
彦
巨
丙
回
国
琶
呂
凹
凸
画
巨
澤
。
ｇ
画
乱
ぐ
』
自
画
冨
丙
胃
睡
ｇ
］
巳
日
誌
里
の
厚
冨
の
唇
・
壁
の
号

冒
目
筥
隅
Ｑ
①
里
８
面
房
具
恩
①
烏
卯
国
○
号
誘
画
茸
菌
合
口
の
両
ロ
。
ロ
ー
言
・
画
屋
・
国
目
。
①
茸
の
目
色
註
宵
の
］
行
の
ｇ
ｏ
愚
冒
の
の
厨
扇
閏
昌
》
示
印
の
○
口
、

履
く
胃
昌
９
行
の
箆
階
の
〔
ぐ
昔
署
ｓ
８
昌
協
易
目
〕
樫
昌
思
の
四
日
ロ
烏
３
国
〕
Ｐ
曾
己

（
３
）
こ
の
無
生
法
忍
旬
国
匡
言
鼻
篝
豊
富
自
己
Ｉ
扇
習
ｇ
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
る
。
④
不
生
不
滅
の
法
性
を
忍
知
し
て
決
定
安
住
す
る

ｄ
ｑ
ｒ



『
ー－－－■一一一一一一一一

33

位
で
、
七
・
八
・
九
地
の
菩
薩
を
い
う
。
②
初
地
不
退
の
位
に
入
っ
た
菩
薩
を
い
う
。
伺
初
住
不
退
の
位
に
入
っ
た
菩
薩
を
い
う
。
④
極
楽
に
往

生
す
る
こ
と
の
定
ま
っ
た
の
を
疑
わ
な
い
者
、
こ
れ
は
生
即
無
生
の
往
生
を
忍
得
し
た
行
者
で
あ
る
か
ら
無
生
法
忍
と
い
う
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
可
入
不
二
Ｌ
の
法
門
を
認
得
し
て
獲
た
法
益
果
報
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
第
一
の
意
味
の
も
の
に
と
っ
て
よ
か
ろ
う
。

（
４
）
筆
者
が
拠
っ
た
木
版
本
（
初
．
二
・
三
・
四
・
尾
の
五
巻
）
奥
書
に
は
可
元
藤
癸
未
（
一
六
）
年
正
月
八
日
、
寿
子
梓
。
日
東
帝
幾
、
書
林
、
村

上
藤
左
衛
門
・
永
田
調
兵
衛
・
井
上
忠
兵
衛
Ｌ
と
あ
り
。

（
５
）
そ
の
頃
、
彼
の
学
習
し
た
主
な
も
の
は
唯
識
論
述
記
、
聡
伽
論
略
纂
、
同
倫
記
、
法
苑
義
林
章
、
倶
舎
論
光
記
、
同
宝
疏
、
華
厳
経
捜
玄
記
、
同

孔
目
章
、
同
探
玄
記
、
因
明
論
大
疏
妙
、
四
相
違
要
文
等
で
あ
り
、
他
に
三
論
疏
や
、
法
華
光
宅
疏
の
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

（
６
）
鈴
木
が
最
初
に
就
い
た
釈
宗
演
は
、
円
覚
寺
に
お
い
て
何
よ
り
も
、
維
摩
峰
を
講
じ
て
い
た
。
い
ま
残
る
至
道
庵
出
版
の
司
維
摩
経
提
唱
』
（
大

正
五
、
十
二
月
。
一
八
八
頁
本
）
は
霊
山
実
円
筆
記
に
か
か
る
老
師
講
話
で
あ
る
が
、
仏
国
・
方
便
両
品
の
範
囲
で
し
か
な
い
の
は
惜
し
い
。
鈴

木
は
二
十
一
歳
頃
か
ら
円
覚
寺
入
り
を
し
、
大
正
四
年
に
は
三
十
五
歳
で
宗
演
管
長
の
米
国
巡
錫
に
、
通
訳
者
と
し
て
随
行
し
た
が
、
そ
の
時
、

老
師
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
法
話
が
。
《
目
冨
の
閏
日
○
口
の
具
四
国
己
号
重
鈩
９
２
》
』
で
あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
鈴
木
の
僧
名
大
拙
は
宗
演
の
与
え
た

も
の
で
あ
る
。
鈴
木
は
宗
教
的
「
自
由
の
根
源
Ｌ
を
維
摩
経
に
見
出
そ
う
（
可
霊
性
的
日
本
区
建
設
Ｌ
三
六
’
三
九
頁
）
と
し
、
「
霊
性
的
自

覚
Ｌ
に
は
こ
の
経
の
嘱
累
品
所
出
の
言
葉
を
「
警
告
Ｌ
（
同
書
八
四
頁
）
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
経
が
彼
に
与
え
た
思
想
的
宗
教
的
影
響

に
は
ほ
と
ん
ど
決
定
的
な
も
の
が
あ
っ
た
。
‐

（
７
）
西
田
は
早
く
か
ら
自
分
に
も
参
禅
し
た
し
、
の
ち
の
ち
ま
で
い
つ
で
も
鈴
木
の
仏
教
に
関
す
る
著
作
や
説
明
で
得
る
所
の
多
か
っ
た
こ
と
を
自
記

（
例
え
ば
可
哲
学
論
文
集
Ｌ
第
七
、
一
七
六
頁
で
）
し
て
い
る
。
彼
の
可
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
Ｌ
（
そ
の
考
え
は
昭
和
十
年
、
つ
ま
り
彼
が
六

十
五
、
六
歳
に
な
っ
た
頃
か
ら
定
着
し
具
体
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
可
哲
学
論
文
集
Ｌ
第
一
所
収
「
世
界
の
自
己
同
一
と
連
続
Ｌ
、
同
司
行

為
的
直
観
の
立
場
Ｌ
（
新
全
集
、
八
。
９
．
『
ｌ
ご
ｅ
参
照
。
な
お
こ
の
論
全
体
と
し
て
は
司
論
文
集
Ｌ
第
三
、
一
八
五
’
二
八
六
頁
に
出
る
）

の
思
想
や
論
理
は
、
も
と
よ
り
彼
自
身
の
思
索
生
活
に
お
け
る
必
然
の
展
開
で
は
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
根
底
に
は
仏
教
的
な
世
界
像
や
思
惟
方

法
が
ふ
か
く
か
ら
み
つ
い
て
い
た
こ
と
は
十
分
察
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
ま
た
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
心
理
説
を
引
用
し
て
、
可
行
為
の
世
界

に
於
て
は
、
我
々
は
縦
に
（
註
、
時
間
的
に
）
見
る
も
の
を
横
に
（
註
、
空
間
的
に
）
見
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
い
つ
も
現
在
の
世
界
を

囲
む
無
限
の
周
辺
を
見
る
。
ジ
ェ
ー
ム
ス
は
意
識
の
縁
景
と
い
う
も
の
を
考
え
た
が
、
現
実
の
世
界
は
実
に
無
限
の
縁
量
を
有
つ
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
何
等
の
限
定
す
る
も
の
な
き
単
な
る
無
の
世
界
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
、
ハ
ィ
デ
ッ
ゲ
ル
の
所
謂
可
人
Ｌ
の
世
界
と
い
う
如
き
も
の

を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
単
な
る
世
間
話
の
世
界
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｌ
（
新
全
集
、
七
。
Ｐ
謡
ｅ
と
い
っ
て
い
る
。

、
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後
記
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
出
版
等
の
大
事
業
を
な
し
と
げ
た
鈴
木
学
術
財
団
は
昭
和
期
ｌ
組
年
の
三
年
間
に
可
鈴
木
（
大
拙
）
先
生
を
指
導
者
と
し
た
中

国
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
仕
方
Ｌ
の
綜
合
研
究
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
、
筆
者
も
研
究
員
の
末
端
に
加
え
ら
れ
る
光
栄
に
浴
し
た
。
担
当
は
維

摩
経
で
あ
る
が
、
本
稿
は
小
著
司
維
摩
経
の
思
想
的
研
究
』
（
法
蔵
舘
）
の
補
説
に
併
せ
て
右
研
究
報
告
書
の
一
部
た
る
意
味
も
も
つ
。
新
年
早

草
１
月
蛆
日
鎌
倉
東
慶
寺
松
ガ
岡
文
庫
で
名
大
上
田
義
文
教
授
以
下
研
究
員
一
同
、
鈴
木
先
生
（
妬
才
）
よ
り
約
一
時
間
半
に
わ
た
り
仏
教
の
新

研
究
に
関
し
有
益
な
ご
教
示
を
得
た
。
参
考
の
た
め
耳
に
残
し
得
た
こ
と
を
左
の
三
項
に
約
し
て
掲
げ
た
い
。

１
、
真
如
言
晉
巴
の
「
真
Ｌ
は
道
教
に
由
来
し
、
「
如
Ｌ
は
副
詞
が
名
詞
化
さ
れ
た
も
の
。
か
く
の
ご
と
き
類
の
仏
教
用
語
の
造
成
経
過
の
吟
味

（
８
）
鈴
木
に
も
西
田
に
も
親
交
の
あ
っ
た
暁
烏
敏
（
届
弓
１
毛
忽
）
は
生
涯
浄
土
教
仏
典
だ
け
を
講
じ
た
が
、
唯
一
の
例
外
と
し
て
荊
維
摩
詰
所
説
経

仏
国
品
講
話
陰
（
全
集
、
第
一
部
第
五
巻
、
君
．
畔
Ｉ
岳
巴
が
あ
る
。
昭
和
十
七
、
十
八
両
年
の
夏
期
講
習
に
お
い
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

由
来
は
師
の
清
沢
満
之
（
届
畠
１
毛
畠
）
が
東
京
大
学
で
原
坦
山
の
維
摩
経
講
義
を
聴
い
た
ひ
と
で
あ
づ
た
こ
と
に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
坦

山
（
屍
こ
’
届
習
）
は
洞
門
の
ひ
と
で
あ
る
が
、
門
下
か
ら
は
満
之
の
ほ
か
大
内
青
密
や
加
藤
咄
堂
の
ご
と
き
す
ぐ
れ
た
実
践
主
義
者
が
輩
出
し

た
。
国
泰
寺
雪
門
か
ら
寸
心
号
を
貰
っ
た
西
田
や
、
ま
た
大
拙
が
、
共
に
臨
済
で
あ
っ
た
に
参
照
し
て
、
維
摩
が
門
派
を
問
わ
ず
広
く
読
ま
れ
て

い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
、
こ
と
ば
や
文
字
の
ち
が
い
ば
か
り
で
な
く
、
忌
言
き
ざ
魁
。
巴
な
感
じ
方
の
細
か
い
点
を
受
け
と
め
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
。
（
ご
用
意
さ
れ
た

可
老
子
隆
書
に
よ
る
具
体
的
説
明
あ
り
）

３
、
仏
教
は
中
国
に
な
か
っ
た
智
慧
と
慈
悲
の
道
を
伝
え
て
中
国
文
化
を
み
の
り
多
い
も
の
に
し
た
。
真
実
排
疑
の
「
信
Ｌ
の
一
宇
に
い
ま
も
世
界
平

和
の
根
本
が
か
か
っ
て
い
る
。
（
昭
虹
・
１
．
岨
）

真
如
（
冨
晉
巴
の
。

に
つ
と
め
る
要
あ
り
。


