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（
一
）
釈
迦
牟
尼
仏 

 

人
間
の
姿
を
も
っ
て
現
わ
れ
た
仏 

前
回
は
、
序
分
の
中
、
厭
苦
縁
の
第
三
段
落
の
途
中
ま
で
進
ん
で

い
ま
し
た
。
王
宮
の
牢
獄
の
中
で
愁
憂
憔
悴
す
る
韋
提
希
の
と
こ
ろ

へ
、
お
釈
迦
様
が
耆
闍
崛
山
の
会
座
を
没
し
て
自
ら
や
っ
て
来
ら
れ

る
自
来
赴
請
の
場
面
で
す
。 

経
文
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

「
時
に
韋
提
希
、
礼
し
已
り
て
頭
を
挙
ぐ
る
に
、
世
尊
を
見
た
て

ま
つ
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
、
身
は
紫
金
色
に
し
て
百
宝
蓮
華
に
坐
し
た

ま
え
り
。
目
連
左
に
侍
し
、
阿
難
右
に
在
り
。
釈
梵
護
世
の
諸
天
、

虚
空
の
中
に
在
り
て
普
く
天
華
を
雨
ら
し
、
持
用
（
も
ち
）
て
供
養
す
」 

（
東9

2
 

西9
0
 

島2
-3

） 

 
 こ

の
文
を
善
導
は
次
の
よ
う
に
受
け
と
め
ま
す
。 

「
『
時
韋
提
礼
已
挙
頭
』
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
の
敬
を
致
す
の

時
を
明
か
す
。 

『
見
仏
世
尊
』
と
言
う
は
、
此
れ
世
尊
宮
中
に
已
に
出
で
て
、
夫

人
を
し
て
頭
を
挙
げ
て
即
ち
見
せ
し
む
る
こ
と
を
致
す
こ
と
を
明
か

す
。 
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『
釈
迦
牟
尼
仏
』
と
言
う
は
余
仏
に
簡
異
す
。
た
だ
し
諸
仏
の
み

名
通
じ
て
、
身
相
異
な
ら
ず
。
今
故
（
こ
と
さ
ら
）
に
釈
迦
を
標
定
し

て
疑
い
無
か
ら
し
む
。 

『
身
紫
金
色
』
と
言
う
は
其
の
相
を
顕
し
定
む
。 

『
坐
百
宝
華
』
と
言
う
は
余
座
に
簡
異
す
る
な
り
。 

『
目
連
侍
左
』
等
と
言
う
は
、
此
れ
更
に
余
の
衆
な
く
し
て
、
唯

二
僧
有
る
こ
と
を
明
か
す
。 

『
釈
梵
護
世
』
と
言
う
は
、
此
れ
天
王
衆
等
、
仏
世
尊
隠
れ
て
王

宮
に
顕
し
た
も
う
を
見
る
に
、必
ず
希
奇
の
法
を
説
き
た
も
う
べ
し
。

我
等
天
人
、
韋
提
に
因
る
が
故
に
未
聞
の
益
を
聴
く
こ
と
を
得
ん
。

各
本
念
に
乗
じ
て
普
く
空
に
住
臨
し
、天
耳
遥
か
に
飡
（
さ
ん
）
し
て
、

華
を
雨
ふ
っ
て
供
養
す
る
こ
と
を
明
か
す
。 

又
『
釈
』
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
天
帝
な
り
。 

『
梵
』
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
色
界
の
梵
王
等
な
り
。 

『
護
世
』
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
四
天
王
な
り
。 

『
諸
天
』
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
色
・
欲
界
等
の
天
衆
な
り
。
既

に
天
王
の
仏
辺
に
来
り
向
か
え
る
を
見
て
、
彼
の
諸
の
天
衆
亦
王
に

従
っ
て
来
っ
て
、
法
を
聞
き
て
供
養
す
。 

（
親
全7

9
 

聖
全4

8
3
 

ノ
ー
ト8

4

） 

  

韋
提
希
の
前
に
現
れ
た
お
釈
迦
様
は
ど
の
よ
う
な
お
方
か
。
こ
れ

が
こ
の
箇
所
の
問
題
で
す
。
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
、
私
た

ち
に
は
、
目
の
前
に
現
れ
た
人
が
ど
の
よ
う
な
人
な
の
か
、
顔
を
合

わ
せ
た
だ
け
で
は
必
ず
し
も
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
前
提
が
あ
り
ま

す
。
特
に
そ
れ
が
仏
陀
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
と
。 

 

わ
か
ら
な
い
こ
と
の
理
由
の
一
つ
に
、
自
分
の
思
い
で
相
手
を
判

断
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
自
分
の
思
い
も
、
根
強

い
も
の
で
あ
れ
ば
、
相
手
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
も
、
自

分
の
思
い
で
解
釈
し
、
相
手
の
本
心
を
受
け
と
め
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

 

私
の
前
に
現
れ
た
人
が
、
私
を
真
に
救
う
た
め
に
、
真
の
教
え
を

説
い
て
全
力
を
投
じ
て
は
た
ら
き
か
け
て
く
れ
る
人
で
あ
る
な
ど
、

最
初
の
出
遇
い
で
ど
う
し
て
分
か
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
私
の
強
い

被
害
者
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
私
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
こ
の
人
で
は

な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。
私
を
中
心
に
し
、
私
を
優
位
の
側
に
立

た
せ
、こ
の
中
心
と
優
位
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
相
手
を
見
て
い
く
。

私
の
煩
悩
の
成
就
の
た
め
に
、
相
手
を
私
の
精
神
の
中
で
の
奴
隷
の

よ
う
に
位
置
づ
け
、
そ
の
自
己
本
位
の
考
え
で
相
手
の
心
を
無
視
し

自
分
勝
手
に
決
め
て
い
く
の
で
す
。 

 
 

 

韋
提
希
は
お
釈
迦
様
に
は
何
度
も
お
会
い
し
て
い
ま
し
た
。
主
人

の
頻
婆
娑
羅
王
は
、
そ
れ
ま
で
二
度
結
婚
し
た
。
ひ
と
り
は
亡
く
な
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り
、
ひ
と
り
は
出
家
し
た
。
韋
提
希
が
三
番
目
の
后
な
の
で
す
。
韋

提
希
は
主
人
に
つ
い
て
お
釈
迦
様
の
教
え
を
聞
き
に
行
っ
た
。
お
釈

迦
様
が
活
動
さ
れ
る
地
元
の
国
の
王
妃
と
し
て
、
ま
た
大
壇
越
の
頻

婆
娑
羅
王
の
后
と
し
て
、
お
釈
迦
様
を
「
世
尊
、
世
尊
」
と
お
呼
び

し
て
教
え
を
受
け
て
い
た
の
で
す
。 

「
世
尊
」の
言
葉
は
、仏
を
お
呼
び
す
る
正
し
い
呼
び
方
で
す
が
、

実
質
的
に
韋
提
希
に
於
い
て
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
あ
っ
た
の
か
。

こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
潜
ん
で
い
ま
す
。し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
は
、

何
か
大
き
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
と
表
面
化
す
る
も
の
で
は
な
い
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

経
文
は
、
「
時
に
韋
提
希
、
礼
し
已
り
て
頭
を
挙
ぐ
る
に
、
世
尊

を
見
た
て
ま
つ
る
。
釈
迦
牟
尼
仏
、
身
は
紫
金
色
に
し
て
…
」
と
な

っ
て
い
ま
す
。
韋
提
希
は
頭
を
挙
げ
て
「
世
尊
」
を
見
た
。
そ
れ
に

対
し
て
経
典
は
「
釈
迦
牟
尼
仏
、
身
は
紫
金
色
に
し
て
…
」
と
、
お

釈
迦
様
の
呼
び
名
を
「
世
尊
」
か
ら
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
へ
と
変
え
て

い
ま
す
。
お
釈
迦
様
と
は
何
者
か
、
そ
れ
は
韋
提
希
が
「
世
尊
」
の

呼
び
名
で
呼
ん
だ
時
の
、そ
の
心
の
中
に
あ
る
も
の
と
違
う
の
だ
と
。

お
釈
迦
様
の
本
当
の
お
姿
は
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
な
の
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。 

こ
れ
は
、「
世
尊
」
と
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
と
の
違
い
で
は
な
く
、
韋

提
希
が
「
世
尊
」
と
い
う
言
葉
で
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
お
釈
迦
様
像

と
「
釈
迦
牟
尼
仏
」
と
の
違
い
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
す
。
人
は
、

も
し
仏
に
本
当
に
遇
い
得
て
い
な
い
の
な
ら
、
目
の
前
に
仏
が
現
れ

て
も
、
そ
れ
を
仏
と
は
受
け
と
め
ら
れ
ず
、
自
分
の
そ
れ
ま
で
の
思

い
で
そ
の
人
を
決
定
し
て
し
ま
う
。
両
者
の
出
遇
い
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
こ
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
釈
迦
牟
尼
仏
」
を
善
導
は
「
余
仏
に
簡
異
す
」
、
他
の
仏
と
異

な
っ
て
い
る
こ
と
が
大
事
だ
と
受
け
と
め
ま
す
。
そ
の
異
な
り
が
大

き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。 

 

異
な
り
の
点
は
、
人
間
の
姿
を
も
っ
て
現
れ
た
仏
と
い
う
こ
と
。

し
か
も
そ
の
仏
が
、
紫
金
色
の
身
の
色
を
し
、
百
宝
の
蓮
華
座
に
坐

し
て
い
た
と
。 

 

仏
が
具
体
的
な
人
の
姿
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
、
歩
ん
で
い

こ
う
と
す
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、と
て
も
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。

私
た
ち
は
人
間
で
あ
る
以
上
、
人
間
関
係
の
中
を
生
き
ま
す
。
人
間

を
超
え
た
も
の
、
た
と
え
ば
自
然
界
や
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
と
も
あ
る

程
度
は
関
わ
り
を
持
ち
ま
す
が
、
人
間
を
真
に
救
う
も
の
に
は
人
間

を
通
し
て
出
遇
っ
て
い
く
の
が
極
め
て
順
当
な
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
を
超
え
た
も
の
と
の
出
遇
い
に
よ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

万
人
共
通
の
平
等
の
出
遇
い
は
起
こ
り
に
く
い
が
ゆ
え
に
、
平
等
の
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救
い
も
ま
た
起
こ
り
に
く
く
な
り
ま
す
。 

仏
教
は
、
具
体
的
な
人
を
通
し
て
、
真
の
救
い
を
な
さ
し
め
る
と

い
う
方
法
を
確
立
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
諸
仏
と
し
て
の
人
間
存

在
で
あ
り
、
そ
の
代
表
が
お
釈
迦
様
で
す
が
、
こ
れ
は
本
当
に
勝
れ

た
方
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

『
大
経
』
は
上
巻
で
如
来
浄
土
の
因
果
を
説
き
ま
す
。
一
口
に
言

っ
て
、
如
来
の
世
界
を
説
く
。
そ
の
如
来
を
説
く
上
巻
を
終
え
る
に

あ
た
っ
て
、
最
後
に
何
が
示
さ
れ
る
か
。
そ
れ
が
諸
仏
な
の
で
す
。

浄
土
の
一
面
に
咲
く
華
か
ら
無
量
の
光
が
放
た
れ
、
そ
の
光
が
ま
た

無
量
の
諸
仏
を
生
み
出
し
ま
す
。
そ
の
諸
仏
が
如
来
の
光
を
放
っ
て

教
え
を
説
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
無
量
の
衆
生
を
仏
の
道
に
立
た
し
め

よ
う
と
す
る
の
で
す
。 

 

こ
こ
に
は
、大
き
く
三
つ
の
願
い
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

第
一
は
、
如
来
は
自
ら
建
立
す
る
浄
土
を
し
て
、
光
を
放
っ
て
諸

仏
を
生
み
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
い
取
る
、
そ
の
よ
う
な

浄
土
を
生
み
出
し
た
い
の
だ
と
。 

第
二
は
、
第
一
の
願
い
の
内
容
と
な
る
も
の
で
す
が
、
諸
仏
を
誕

生
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
。 

第
三
は
、
こ
れ
も
ま
た
そ
れ
を
受
け
て
、
十
方
の
衆
生
を
仏
の
道

に
立
た
せ
救
い
た
い
。 

こ
れ
ら
は
、
順
に
、
第
十
一
願
、
第
十
七
願
、
第
十
八
願
に
相
当

す
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
上
巻
の
帰
結
は
こ
の
三
つ
の
願
に
収
ま

っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

こ
れ
を
受
け
て
下
巻
の
は
じ
め
に
は
、
こ
の
三
つ
の
願
成
就
の
姿

が
示
さ
れ
ま
す
。
ま
ず
第
十
一
願
成
就
。
こ
れ
は
、
わ
が
建
立
す
る

浄
土
は
、そ
こ
を
生
き
る
者
を
し
て
邪
定
聚
の
あ
り
方
を
翻
え
さ
せ
、

不
定
聚
の
あ
り
方
を
照
ら
し
続
け
、
つ
い
に
正
定
聚
の
あ
り
方
を
な

さ
し
め
る
力
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
す
。 

 

邪
定
聚
の
あ
り
方
と
は
如
来
の
真
実
を
無
視
し
自
己
の
上
に
こ
そ

真
実
あ
り
と
思
う
生
き
方
で
す
。
浄
土
は
こ
の
考
え
方
を
照
ら
し
出

し
て
超
え
さ
せ
る
。
ま
た
不
定
聚
と
は
、
如
来
の
上
に
南
無
阿
弥
陀

仏
と
い
う
真
実
あ
り
と
認
め
て
も
、
今
度
は
そ
れ
を
自
分
の
我
の
幸

せ
実
現
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
の
あ
り
方

を
も
照
ら
し
出
し
、
照
ら
し
続
け
て
限
り
な
い
転
回
を
な
さ
し
め
る

力
を
浄
土
は
持
つ
の
で
す
。 

私
た
ち
の
依
っ
て
立
つ
大
地
を
、
こ
の
よ
う
な
力
溢
れ
る
も
の
た

ら
し
め
よ
う
と
願
っ
て
法
蔵
菩
薩
は
歩
ま
れ
た
。
あ
ら
ゆ
る
者
を
照

ら
し
転
回
せ
し
め
て
正
定
聚
の
者
に
す
る
力
を
持
っ
た
世
界
を
建
立

し
て
、
如
来
は
私
た
ち
に
、
ど
う
か
こ
の
浄
土
を
あ
な
た
方
の
生
き

る
大
地
と
し
て
受
け
と
め
て
歩
ん
で
ほ
し
い
と
願
わ
れ
る
の
で
す
。 
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続
い
て
第
十
七
願
成
就
。
浄
土
を
大
地
に
し
て
生
き
る
こ
の
現
実

世
界
。
こ
の
現
実
の
中
に
、
じ
つ
に
如
来
の
真
実
に
出
遇
っ
て
そ
れ

を
生
き
、
そ
の
世
界
を
勧
め
て
く
だ
さ
る
お
方
が
存
在
す
る
。
し
か

も
そ
の
方
の
ほ
う
か
ら
私
の
前
に
現
れ
来
た
っ
て
、私
に
如
来
浄
土
、

南
無
阿
弥
陀
仏
を
勧
め
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
こ
れ
が
諸
仏
。
こ
れ

が
『
大
経
』
上
巻
が
最
後
の
帰
結
と
し
て
私
た
ち
に
提
供
し
て
く
だ

さ
る
、
如
来
と
私
の
橋
渡
し
を
し
て
く
だ
さ
る
具
体
的
な
お
方
、
諸

仏
な
の
で
す
。 

正
定
聚
の
者
た
ら
し
め
る
力
を
持
っ
た
場
を
大
地
と
し
て
そ
こ
に

立
ち
、
立
っ
て
歩
む
現
実
世
界
に
は
私
に
南
無
阿
弥
陀
仏
を
勧
め
て

く
だ
さ
る
諸
仏
ま
し
ま
す
。
こ
の
世
界
を
如
来
は
私
た
ち
に
提
供
し

て
く
だ
さ
る
。
万
全
の
態
勢
で
す
ね
。
こ
の
立
つ
大
地
と
生
き
る
世

界
を
賜
っ
て
、
そ
こ
で
私
自
身
が
如
来
本
願
成
就
の
歩
み
を
一
歩
一

歩
な
さ
し
め
ら
れ
て
い
く
。
本
願
成
就
の
歩
み
を
推
し
進
め
て
い
く

の
で
す
。
そ
れ
を
表
わ
す
の
が
第
十
八
願
成
就
文
で
す
。 

 

「
諸
有
衆
生
」
迷
い
深
き
わ
が
身
で
あ
っ
た
と
、
つ
い
に
自
己
の

実
相
に
目
が
覚
め
る
。
こ
れ
が
救
い
の
鍵
な
の
で
す
。
そ
の
自
己
へ

の
目
覚
め
の
と
こ
ろ
に
、
初
め
て
よ
き
人
諸
仏
の
説
か
れ
る
南
無
阿

弥
陀
仏
が
わ
が
心
身
に
入
っ
て
く
る
。
「
聞
其
名
号
」
で
す
。
そ
こ

に
信
心
歓
喜
乃
至
一
念
と
い
う
、信
心
の
成
就
が
な
さ
し
め
ら
れ
る
。 

そ
の
信
心
は
願
心
と
な
っ
て
願
生
浄
土
、
不
退
転
に
住
す
る
正
定

聚
の
歩
み
が
そ
れ
に
よ
っ
て
展
開
し
て
行
く
。
そ
の
歩
み
は
、
限
り

な
く
自
己
を
照
ら
さ
れ
続
け
る
歩
み
な
の
で
す
。
こ
こ
に
救
い
の
成

就
が
あ
る
。こ
の
救
い
は
す
べ
て
如
来
の
回
向
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
如
来
回
向
を
全
身
に
全
生
涯
に
於
い
て
頂
い
て
い
く
。
こ
こ
に

人
間
の
本
来
の
姿
が
あ
る
の
だ
と
。 

 

私
た
ち
の
こ
の
救
い
は
ど
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
。
そ
れ

が
如
来
か
ら
。
如
来
の
回
向
に
よ
る
。
そ
の
回
向
の
は
た
ら
き
か
け

を
私
た
ち
に
伝
え
る
も
の
は
何
か
。
そ
れ
が
諸
仏
な
の
で
す
。
そ
の

諸
仏
を
『
大
経
』
下
巻
は
最
後
に
誕
生
せ
し
め
た
。
そ
し
て
私
た
ち

に
与
え
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
す
。
如
来
が
私
た
ち
に
与
え
よ
う
と
さ

れ
る
も
の
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
れ
ら
に
は
構
造
が
あ

り
、
従
っ
て
与
え
る
順
序
が
あ
り
ま
す
。 

ま
ず
、
先
陣
を
切
る
の
が
諸
仏
な
の
で
す
。
そ
の
代
表
が
お
釈
迦

様
。
時
代
は
流
れ
流
れ
て
、
今
私
の
前
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
そ
の
よ

き
人
。
こ
の
方
が
如
来
の
す
べ
て
を
背
後
に
持
っ
て
私
の
前
に
現
わ

れ
る
。
経
典
で
言
え
ば
『
大
経
』
の
上
巻
す
べ
て
を
持
っ
て
と
い
う

こ
と
で
す
。こ
れ
は
大
変
な
こ
と
。こ
れ
は
本
当
に
大
変
な
こ
と
で
、

こ
の
こ
と
が
あ
る
か
ら
私
た
ち
の
歩
み
が
始
ま
り
救
い
が
起
こ
る
の
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で
す
。 

一
人
の
人
に
向
け
て
、
如
来
は
そ
の
歩
み
と
成
果
の
力
す
べ
て
を

こ
め
て
、
は
た
ら
き
か
け
て
い
く
。
そ
の
時
、
広
大
深
甚
の
世
界
を

一
点
の
通
路
を
通
し
て
一
人
へ
と
注
ぐ
の
で
す
。そ
の
通
路
が
諸
仏
。

諸
仏
と
い
う
具
体
的
な
人
を
通
し
て
、
無
量
の
仏
の
世
界
が
伝
え
ら

れ
て
い
く
。
形
を
超
え
た
如
来
が
、
私
た
ち
と
同
じ
人
間
の
上
に
現

わ
れ
て
、
諸
仏
と
し
て
、
私
た
ち
か
ら
見
れ
ば
善
知
識
と
し
て
現
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
無
量
の
真
実
の
徳
は
、
誰
の

上
に
も
至
ら
な
い
。
い
く
ら
讃
え
て
も
讃
え
つ
く
せ
な
い
諸
仏
の
大

切
さ
が
思
わ
れ
ま
す
。 

も
し
眼
前
の
諸
仏
善
知
識
を
疎
か
に
す
れ
ば
、
自
分
で
自
分
の
道

を
塞
ぐ
こ
と
に
な
る
。
人
と
人
と
の
関
係
は
極
め
て
デ
リ
ケ
ー
ト
な

も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
関
係
の
上
に
真
実
に
出
遇
う
道
も
ま
た

あ
る
の
で
す
。
私
に
於
い
て
諸
仏
善
知
識
と
は
何
か
。
教
え
を
聞
き

ぬ
い
て
、
私
に
お
け
る
善
知
識
の
存
在
を
確
か
な
も
の
に
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

身
は
紫
金
色 

「
余
仏
に
簡
異
」
し
て
い
る
二
番
目
の
点
は
、
「
身
は
紫
金
色
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
紫
金
色
は
阿
弥
陀
の
応
身
の
姿
を
表
わ
す
と
い

わ
れ
ま
す
。
詳
し
く
は
紫
磨
金
色
。
磨
く
こ
と
に
よ
っ
て
い
よ
い
よ

光
る
金
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
に
向
け
て
磨
く
こ
と
を
要

請
し
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
る
で
し
ょ
う
。 

お
釈
迦
様
は
王
宮
に
来
た
っ
て
、
韋
提
希
の
心
の
底
の
い
の
ち
の

願
い
の
要
求
に
応
え
よ
う
と
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
な
さ
る
こ
と

が
機
に
随
っ
て
定
散
両
門
の
益
を
説
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
の
ち

の
願
い
を
覆
っ
て
い
る
も
の
に
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
す
。

そ
れ
が
自
己
へ
の
目
覚
め
で
す
ね
。
そ
の
目
覚
め
を
迫
っ
て
く
る
。

そ
れ
が
磨
く
こ
と
を
要
請
す
る
。
そ
の
よ
う
な
仏
と
し
て
お
釈
迦
様

は
韋
提
希
の
前
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

私
を
救
う
教
え
を
説
い
て
く
だ
さ
る
方
に
、慰
め
て
も
ら
い
た
い
、

甘
え
た
い
、と
い
う
思
い
が
私
た
ち
に
は
起
こ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

自
己
を
問
わ
ず
に
、
救
い
と
い
う
答
え
だ
け
を
も
ら
い
た
い
と
い
う

わ
け
で
す
ね
。
案
外
根
強
い
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。 

し
か
し
、
そ
の
方
の
私
に
対
す
る
基
本
姿
勢
は
「
磨
け
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
磨
く
と
い
っ
て
も
、
磨

け
ば
錆
が
落
ち
て
本
来
の
立
派
な
自
分
が
現
れ
る
と
い
う
意
味
で
は

な
い
。
自
力
の
心
、
如
来
を
謗
る
心
な
ど
が
照
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。 

 

私
は
、先
生
に
あ
ま
り
近
づ
く
ほ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

近
づ
け
ば
何
か
が
始
ま
り
そ
う
だ
っ
た
。
大
小
の
山
が
そ
こ
に
現
れ
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て
、
そ
れ
を
登
り
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
る
、
そ
う
い

う
感
じ
が
し
て
、あ
ま
り
近
づ
き
た
く
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
す
な
わ
ち
照
ら
さ
れ
た
く
な
い
と
い
う
思
い
の
表
れ
で
あ
り
、

善
知
識
に
親
近
し
な
い
恩
知
ら
ず
の
姿
だ
っ
た
わ
け
で
す
。 

師
に
近
づ
く
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
難
し
い
。
し
か
し
こ
の
難
し

さ
が
、
私
は
ど
う
い
う
人
間
な
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
。
仏
法
を
背

に
し
、
如
来
の
悲
願
か
ら
逃
げ
よ
う
と
す
る
私
を
教
え
て
く
れ
る
よ

う
で
す
。 

人
と
の
触
れ
合
い
は
、
人
間
が
経
験
す
る
様
々
な
現
実
の
中
で
、

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
デ
リ
ケ
ー
ト
さ
を
持
っ
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
そ
の
よ
う
な
微
妙
な
場
の
と
こ
ろ
に
仏
法
が
現
わ
れ
る
、
こ
の

こ
と
が
じ
つ
は
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
て

き
ま
し
た
。 

 

よ
き
人
の
背
後
に
、
ま
さ
し
く
私
を
救
う
広
大
深
甚
な
世
界
が
あ

る
。
そ
の
世
界
を
背
後
に
荷
っ
て
、
よ
き
人
は
私
の
前
に
、
師
と
私

と
い
う
人
間
関
係
の
と
こ
ろ
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
。
師
と
出
遇
う

と
い
う
な
か
な
か
成
就
で
き
な
い
事
実
が
、
私
を
教
え
、
そ
の
こ
と

を
通
し
て
私
を
仏
法
に
近
づ
け
る
。
私
の
前
に
、
そ
の
方
の
ほ
う
か

ら
現
れ
て
、
私
を
照
ら
し
、
私
を
つ
い
に
如
来
の
前
に
導
い
て
く
だ

さ
る
。
ど
う
表
現
し
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
深
い
巧
み
と
厚
い
構
造

の
不
可
思
議
が
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

深
い
世
界
に
は
深
い
道
を
通
っ
て
出
遇
う
の
で
し
ょ
う
。『
大
経
』

上
巻
の
如
来
の
世
界
が
、
そ
の
最
後
に
諸
仏
を
生
み
出
し
、
無
量
の

衆
生
を
仏
の
正
道
に
安
立
せ
し
め
よ
う
と
願
わ
れ
た
こ
と
に
、
驚
き

と
、
喜
び
と
、
申
し
訳
な
さ
と
感
謝
の
思
い
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。 

 

百
宝
蓮
華
に
坐
し
た
ま
え
り 

「
余
仏
に
簡
異
」
し
て
い
る
三
番
目
の
点
は
、
「
百
宝
蓮
華
に
坐

し
た
ま
え
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
れ
た
お
釈
迦
様
が
何
を
座
に

し
て
お
ら
れ
た
か
を
示
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
お
釈
迦
様
は
ど
の
よ
う

な
存
在
か
を
表
わ
す
の
で
す
。 

百
宝
の
「
蓮
華
」
そ
の
も
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
願
力
に
よ
る
歩
み

を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
ま
す
。
即
ち
如
来
浄
土
の
因
の
世
界
。
如

来
浄
土
は
ど
の
よ
う
な
世
界
か
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
建
立
さ
れ
た

か
で
表
わ
し
、そ
の
建
立
の
営
み
を
法
蔵
菩
薩
の
歩
み
で
表
現
す
る
。 

こ
の
法
蔵
菩
薩
の
歩
み
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
、
即
ち
如

来
浄
土
の
果
、
こ
れ
が
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
で
す
。
こ
の
関
係
を

蓮
華
の
台
と
そ
の
台
に
座
す
者
と
い
う
簡
潔
な
構
造
で
表
わ
し
ま
す
。

下
の
台
が
そ
の
上
に
坐
す
も
の
を
生
み
出
し
て
い
る
。
上
に
あ
る
も

の
は
下
の
台
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
因
果
関
係
が
あ
り
、
根
源

と
具
体
、
真
実
と
方
便
の
関
係
が
あ
り
ま
す
。 
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そ
う
い
う
わ
け
で
、
華
座
の
台
に
は
阿
弥
陀
が
坐
す
。
こ
れ
が
本

来
の
姿
で
す
ね
。
私
た
ち
が
お
参
り
す
る
ご
本
尊
も
、
そ
の
よ
う
な

構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
今
韋
提
希
の
と
こ
ろ
へ
現
れ

た
お
釈
迦
様
は
ど
の
よ
う
な
台
に
坐
し
て
お
ら
れ
た
か
と
言
え
ば
、

華
座
に
坐
し
て
お
ら
れ
る
。
即
ち
、
阿
弥
陀
が
坐
す
べ
き
と
こ
ろ
に

お
釈
迦
様
が
坐
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ

う
か
。 

 

形
の
上
か
ら
言
っ
て
、
大
き
く
二
つ
の
こ
と
が
表
わ
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
す
。
第
一
は
、
お
釈
迦
様
の
立
つ
根
拠
と
な
る
根
源
的
世
界

は
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
お
釈
迦
様
が
華
座
に
立

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
お
釈
迦
様
の
存
在
意

味
は
阿
弥
陀
と
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
華
座
の
上
に
は
本
来
阿

弥
陀
が
立
つ
。
そ
の
阿
弥
陀
の
位
置
に
、
阿
弥
陀
と
そ
っ
く
り
入
れ

替
わ
っ
て
お
釈
迦
様
が
立
っ
て
い
る
。こ
の
二
つ
を
合
せ
て
言
え
ば
、

お
釈
迦
様
は
、
法
蔵
菩
薩
を
根
源
と
し
、
阿
弥
陀
の
位
置
と
ぴ
た
り

重
な
る
所
に
位
置
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

法
蔵
菩
薩
を
根
源
と
し
て
現
れ
た
お
釈
迦
様
は
、
韋
提
希
に
向
け

て
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
を
す
る
の
か
。
そ
れ
は
ず
ば
り
、
自
ら
が

説
く
教
え
を
通
し
て
根
源
の
法
蔵
菩
薩
に
出
遇
え
よ
、
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
韋
提
希
に
と
っ
て
の
救
い
へ
の
歩
み
の
大
見
取

り
図
に
な
り
ま
す
。 

善
導
大
師
は
こ
の
経
の
正
宗
分
が
終
わ
っ
た
次
の
一
段
を
「
得
益

分
」
と
呼
ん
で
、
序
分
欣
浄
縁
で
の
浄
土
の
阿
弥
陀
の
も
と
に
生
ま

れ
た
い
と
い
う
願
い
が
韋
提
希
の
出
発
で
あ
り
、
第
七
華
座
観
の
阿

弥
陀
と
の
出
遇
い
が
い
わ
ば
ゴ
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
ま
し
た
。

こ
の
出
発
と
ゴ
ー
ル
へ
の
到
達
を
な
さ
し
め
る
の
が
『
観
経
』
挙
げ

て
の
利
益
で
あ
る
の
だ
と
。 

阿
弥
陀
に
出
遇
う
こ
と
を
華
座
観
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
に
仏
と
の
出
遇

い
方
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
華
座
は
法
蔵
菩
薩
を
表
わ
し
ま

す
か
ら
、
華
座
観
は
い
わ
ば
「
法
蔵
菩
薩
観
」
で
す
。
即
ち
、
欣
浄

縁
の
と
こ
ろ
で
出
発
を
し
て
浄
土
を
観
ず
る
歩
み
を
お
釈
迦
様
の
も

と
で
な
し
、
つ
い
に
法
蔵
菩
薩
に
出
遇
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
阿

弥
陀
に
遇
え
る
の
だ
と
。
こ
の
歩
み
が
促
し
、
そ
の
た
め
の
教
え
を

説
き
、
歩
ま
せ
よ
う
と
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
お
釈
迦
様
は
耆
闍
崛

山
の
会
座
を
没
し
自
ら
来
ら
れ
た
わ
け
で
す
。 

 
法
蔵
菩
薩
に
出
遇
う
と
い
う
こ
と
は
、
韋
提
希
が
自
己
に
敗
れ
る

こ
と
を
意
味
し
ま
す
。人
は
何
に
よ
っ
て
自
己
を
支
え
て
い
る
の
か
。

そ
れ
は
「
思
い
」
で
す
。
自
己
を
よ
し
と
す
る
思
い
。
自
己
を
最
も

よ
き
も
の
と
み
な
し
、
何
者
に
も
自
己
を
批
判
さ
せ
ず
、
自
分
の
思
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い
を
ど
こ
ま
で
も
主
張
し
他
を
支
配
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
。
こ
の

「
思
い
」
に
執
着
す
る
力
は
大
変
な
も
の
で
す
。 

韋
提
希
は
、
目
の
前
に
現
れ
た
お
釈
迦
様
か
ら
、
や
が
て
教
え
を

聞
く
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
教
え
を
ど
こ
で
受
け
と
め
よ
う
と

す
る
か
。
そ
れ
が
こ
の
自
己
肯
定
の
「
思
い
」
で
す
。
お
釈
迦
様
は
、

こ
の
思
い
が
い
か
に
虚
仮
不
実
で
あ
る
か
を
韋
提
希
に
知
ら
せ
よ
う

と
し
ま
す
。 

わ
が
不
実
の
心
に
目
覚
め
る
た
め
に
は
、
真
実
の
心
に
出
遇
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
観
経
』
に
は
こ
の
大
原
則
が
貫
か
れ
て
い
る
よ

う
で
す
。「
思
い
」
即
ち
「
心
」
が
勝
負
の
場
な
の
で
す
。
わ
が
心
の

正
体
に
目
覚
め
る
た
め
に
は
、
他
の
も
の
を
持
っ
て
き
て
批
判
を
し

て
も
だ
め
で
す
。
心
に
は
心
を
持
っ
て
き
て
、
同
じ
心
の
と
こ
ろ
で

決
着
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

韋
提
希
の
自
己
中
心
の
心
の
前
に
ど
の
よ
う
な
心
を
持
っ
て
来
れ

ば
い
い
の
か
。
そ
れ
は
真
実
の
心
で
す
。
そ
れ
が
法
蔵
菩
薩
の
真
実

の
心
。
私
を
救
お
う
と
し
て
真
実
そ
の
者
が
大
悲
の
願
い
を
起
こ
し

て
真
実
の
心
を
持
っ
て
歩
ま
れ
る
。
そ
の
真
実
の
心
に
出
遇
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
れ
が
ま
こ
と
に
真
実
で
あ
る
限
り
、
必
ず
不
実
の
心
を
照
ら
し

出
し
、
懺
悔
を
起
こ
さ
せ
、
真
実
の
心
を
受
け
と
め
さ
せ
、
真
実
の

道
を
歩
ま
せ
る
の
で
す
。
こ
の
真
実
な
る
も
の
に
出
遇
う
こ
と
こ
そ

私
た
ち
の
救
い
の
道
で
あ
り
、
こ
れ
を
説
く
の
が
仏
教
だ
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。 

 

阿
弥
陀
が
立
つ
べ
き
華
座
に
お
釈
迦
様
が
立
っ
て
い
る
と
は
ど
う

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
第
一
に
、
今
申
し
た
法
蔵
菩
薩
を
根
源
と

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
第
二
に
、
阿
弥
陀
の
本
願
を
わ
が
本
願

と
し
て
韋
提
希
の
前
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
ま
す
。
阿
弥

陀
の
本
願
を
具
体
的
に
人
生
の
中
で
私
た
ち
に
伝
え
る
の
は
具
体
的

な
お
方
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

こ
こ
に
は
「
願
」
と
「
教
」
と
の
関
係
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
阿
弥
陀
は
「
願
」
を
説
き
、
お
釈
迦
様
は
「
教
え
」
を
説
く
。

阿
弥
陀
の
本
願
を
、
こ
れ
を
よ
く
受
け
と
め
ら
れ
た
お
釈
迦
様
が
、

私
た
ち
の
た
め
に
願
の
趣
旨
を
教
え
と
い
う
形
式
に
な
お
し
て
説
い

て
く
だ
さ
る
。
そ
こ
に
は
、
願
の
精
神
を
よ
く
汲
ん
だ
分
か
り
や
す

く
取
り
組
み
易
い
教
え
が
工
夫
さ
れ
、
聞
く
者
の
進
展
の
度
合
い
に

合
せ
て
さ
ら
に
細
か
く
説
き
表
わ
さ
れ
て
い
く
。
眼
前
の
聴
者
の
全

身
を
見
つ
つ
、
説
者
は
説
く
べ
き
教
え
を
或
い
は
熟
考
し
或
い
は
瞬

時
に
決
定
し
て
語
り
か
け
て
い
く
の
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
は
、『
大
経
』
と
『
観
経
』
の
関
係
を
、
願
と
教
の
関
係

で
表
わ
さ
れ
ま
し
た
。 
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「
今
『
大
本
（
大
経
）』
に
拠
る
に
、
真
実
方
便
の
願
を
超
発
す
。

亦
『
観
経
』
に
は
方
便
真
実
の
教
を
顕
彰
す
」 

（
東3

3
8
 

西3
9
2
 

島1
2
-1

7
1

） 

『
大
経
』
は
真
実
を
説
い
て
、
こ
の
真
実
に
私
た
ち
を
出
遇
わ
そ

う
と
真
実
の
願
を
説
き
、
そ
の
願
の
中
に
、
私
た
ち
の
実
情
に
合
わ

せ
て
歩
ま
せ
よ
う
と
方
便
の
願
を
説
い
て
真
実
の
願
で
あ
る
こ
と
を

完
結
さ
せ
た
。
こ
の
『
願
』
の
世
界
を
説
く
の
が
『
大
経
』
で
す
。 

『
観
経
』
は
、『
大
経
』
の
方
便
の
願
の
趣
旨
を
受
け
と
め
て
、
こ

れ
を
私
た
ち
が
具
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
、
ま
た
歩
み
易
い

教
え
と
し
て
説
い
た
。
こ
の
方
便
の
教
え
に
よ
っ
て
私
た
ち
を
真
実

に
出
遇
わ
そ
う
と
す
る
の
が
『
観
経
』
な
の
だ
と
。 

 

華
座
は
願
を
生
み
出
す
歩
み
。
そ
こ
に
立
つ
阿
弥
陀
は
願
そ
の
も

の
。
阿
弥
陀
の
位
置
に
あ
え
て
お
釈
迦
様
を
置
く
と
い
う
の
は
、
お

釈
迦
様
の
教
え
が
、
正
し
く
阿
弥
陀
の
願
を
わ
が
願
い
と
し
、
阿
弥

陀
の
願
の
と
お
り
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
の
で
す
。

韋
提
希
の
聞
法
が
進
み
、
や
が
て
韋
提
希
が
お
釈
迦
様
の
ご
説
法
を

聞
く
時
、そ
こ
に
は
た
だ
説
か
れ
た
言
葉
だ
け
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

言
葉
が
指
し
示
す
阿
弥
陀
そ
の
も
の
が
現
れ
る
。「
応
声
即
現
」
と
言

わ
れ
ま
す
。
阿
弥
陀
の
本
願
を
説
く
声
に
応
じ
て
、
阿
弥
陀
が
現
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

言
葉
は
単
に
符
号
で
は
な
い
。
そ
の
も
の
を
そ
の
言
葉
の
と
こ
ろ

で
表
わ
す
の
で
す
。
一
人
淋
し
く
留
守
番
を
す
る
小
さ
な
子
供
が
、

暗
く
な
っ
て
も
帰
っ
て
こ
な
い
母
親
の
こ
と
を
思
い
続
け
る
。
そ
の

時
、
宙
に
向
か
っ
て
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
自
ら
言
葉
を
発
せ
ば
、
そ

の
言
葉
の
と
こ
ろ
に
お
母
さ
ん
は
現
わ
れ
、
お
母
さ
ん
に
出
会
う
。

だ
か
ら
こ
そ
、
押
さ
え
て
い
た
気
持
ち
が
爆
発
し
、
涙
が
溢
れ
る
の

で
す
。 

耐
え
よ
う
と
す
る
子
供
は
、「
お
母
さ
ん
」
の
語
を
口
に
出
す
ま
い

と
歯
を
食
い
し
ば
る
で
し
ょ
う
。
言
葉
は
言
葉
だ
け
で
は
な
い
。
言

葉
が
指
し
示
し
て
い
る
そ
の
も
の
が
、
言
葉
を
発
す
る
と
こ
ろ
に
現

わ
れ
る
の
で
す
。
驚
く
べ
き
言
葉
の
力
。
言
葉
は
リ
ア
ル
に
人
間
存

在
を
深
く
動
か
し
ま
す
。 

韋
提
希
の
前
に
現
れ
た
お
釈
迦
様
の
姿
を
、「
身
は
紫
金
色
に
し
て

百
宝
蓮
華
に
坐
し
た
ま
え
り
」
と
表
わ
す
表
現
は
、
お
釈
迦
様
と
は

何
か
を
と
て
も
よ
く
表
わ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

私
た
ち
が
仏
法
に
出
遇
っ
た
因
縁
は
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う
が
、
仏

法
と
の
出
遇
い
を
大
き
く
言
え
ば
、
よ
き
人
と
の
出
遇
い
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
き
人
と
の
出
遇
い
方
は
、
そ
の
方
の
ほ
う
か
ら

私
の
と
こ
ろ
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
と
受
け
と
め
れ
ば
、
全
体
が
尽
く

さ
れ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。 
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そ
の
方
は
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
来
ら
れ
た
の
か
。
法
蔵
菩
薩
の

歩
み
を
根
源
と
し
て
、
私
に
阿
弥
陀
の
本
願
を
届
け
よ
う
と
、
本
願

の
「
は
た
ら
き
体
」
と
な
っ
て
、
私
の
前
に
現
れ
て
く
だ
さ
っ
た
。

な
ん
と
い
う
大
変
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
、
初
め
か
ら
わ
か

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
そ
の
人
を
「
よ
き
人
」
と

受
け
と
め
る
ま
で
に
、
ど
の
く
ら
い
の
無
視
と
誤
解
と
反
逆
を
行
な

っ
た
で
し
ょ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
。 

し
か
し
そ
の
お
方
は
、
そ
の
よ
う
な
反
逆
に
対
し
て
、
そ
の
全
体

を
包
み
き
る
よ
う
に
大
き
く
、
対
立
を
超
え
て
温
か
く
、
何
ご
と
も

発
せ
ず
に
静
か
に
受
け
と
め
て
く
だ
さ
っ
た
。
至
奥
の
灼
熱
の
願
い

は
、
す
べ
て
を
頭
上
で
戴
く
よ
う
に
ひ
れ
伏
し
飲
み
込
ん
で
、
願
い

の
成
就
に
向
け
て
一
歩
の
歩
み
を
踏
み
出
さ
れ
る
。 

ま
こ
と
に
、
耆
闍
崛
山
の
会
座
を
没
し
て
私
の
前
に
現
れ
て
く
だ

さ
ら
な
か
っ
た
な
ら
、
私
に
ど
ん
な
迷
い
の
打
破
が
あ
り
え
た
か
。

苦
悩
の
解
消
が
な
さ
れ
た
か
。
生
き
が
い
の
獲
得
が
あ
っ
た
で
し
ょ

う
か
。 

 如
来
の
神
力
転
変
無
方 

善
導
が
『
観
経
疏
』
を
書
か
れ
て
、
そ
の
最
後
に
、
あ
え
て
一
文

を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。
前
回
も
触
れ
ま
し
た
が
、
胸
を
打
つ
感
動

の
言
葉
で
す
ね
。 

『
観
経
』
の
全
文
に
わ
っ
て
の
解
釈
が
終
り
、「
総
じ
て
観
経
一
部

の
文
義
を
解
し
竟
り
ぬ
」
と
、
善
導
は
終
わ
り
の
宣
言
を
し
ま
す
。

し
か
し
じ
つ
は
終
わ
っ
て
い
な
い
。
阿
弥
陀
の
本
願
に
出
遇
い
念
仏

申
す
身
と
な
る
た
め
に
、
具
体
的
に
最
も
大
事
な
一
点
を
最
後
に
も

う
一
度
押
さ
え
確
認
す
る
の
で
す
。
す
べ
て
は
こ
の
一
転
か
ら
切
り

開
か
れ
る
の
だ
と
。 

「
竊
か
に
以
ん
み
れ
ば
、真
宗
遇
い
叵
く
、浄
土
の
要
逢
い
難
し
。

五
趣
を
し
て
斉
し
く
是
れ
を
生
ぜ
し
め
ん
と
欲
す
。
以
っ
て
勧
め
て

後
代
に
聞
か
し
む
。
但
し
如
来
神
力
転
変
無
方
な
り
。
隠
顕
機
に
随

い
て
王
宮
に
密
か
に
化
す
。
」 

（
親
全217 

聖
全559 

ノ
ー
ト229

） 

 

人
間
と
し
て
出
遇
う
べ
き
は
真
宗
・
真
実
。
し
か
し
、
人
間
自
体

の
力
で
は
出
遇
う
こ
と
は
不
可
能
。
「
遇
い
叵
く
」
が
そ
れ
を
表
わ

し
て
い
ま
す
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
こ
に
よ
き
人
の
登

場
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
方
が
そ
の
方
の
ほ
う
か
ら
現
わ
れ
て
、
迷

い
の
真
っ
只
中
に
い
る
私
に
、
私
が
歩
め
る
教
え
を
説
い
て
く
だ
さ

り
、
つ
い
に
真
宗
真
実
に
出
遇
わ
せ
て
く
だ
さ
る
。 

「
浄
土
の
要
逢
い
難
し
」
。
浄
土
に
生
ま
れ
る
方
便
要
門
の
教
え

を
そ
の
方
が
説
こ
う
と
現
れ
て
く
だ
さ
る
。
そ
の
方
に
出
遇
う
こ
と
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は
、
こ
れ
も
ま
た
難
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
不
可
能
で
は
な
い
。
不

可
能
で
は
な
い
け
れ
ど
も
難
し
い
。
こ
の
難
し
い
問
題
を
、
そ
の
方

自
身
の
ほ
う
か
ら
提
起
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
そ
の
問
題
の
解
決
を
図

ら
し
め
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
つ
い
に
浄
土
の
要
門
の
教
え
を
私
に
歩

ま
せ
る
。
あ
な
た
の
歩
む
道
の
方
法
的
原
理
は
こ
れ
だ
よ
と
、
そ
の

方
自
ら
問
い
自
ら
そ
れ
を
説
き
明
か
し
て
、
私
を
そ
の
教
え
に
乗
ぜ

し
め
よ
う
と
な
さ
れ
る
。 

そ
の
間
、
疑
い
と
抵
抗
と
怠
慢
を
繰
り
返
し
、
そ
の
方
の
真
心
を

踏
み
に
じ
り
、願
い
と
誠
意
と
粘
り
強
さ
を
地
に
引
き
摺
り
下
ろ
し
、

た
だ
自
己
を
よ
し
と
す
る
思
い
に
執
着
し
続
け
た
私
。
そ
の
抵
抗
に

対
し
て
も
「
如
来
神
力
転
変
無
方
な
り
。
隠
顕
機
に
随
い
て
」
の
念

願
と
配
慮
と
行
動
を
八
面
六
臂
に
繰
り
広
げ
て
く
だ
さ
り
、
私
を
こ

の
道
に
立
た
し
め
よ
う
と
し
て
く
だ
さ
っ
た
。 

 

『
大
経
』
上
巻
最
後
に
、
浄
土
の
は
た
ら
き
は
「
華
光
出
仏
」
と

諸
仏
を
生
み
出
し
、
諸
仏
を
し
て
衆
生
に
教
え
を
説
か
せ
、
仏
の
正

道
に
安
立
せ
し
め
よ
う
と
願
わ
れ
る
。
そ
の
本
願
の
は
た
ら
き
が
、

今
眼
前
の
諸
仏
、
よ
き
人
の
と
こ
ろ
に
は
た
ら
き
、
よ
き
人
は
、
そ

の
浄
土
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
私
に
向
け
て
は
た
ら
き
か
け
て
く
だ

さ
る
。 

よ
き
人
の
は
た
ら
き
は
浄
土
の
は
た
ら
き
。
浄
土
は
こ
の
よ
き
人

を
生
み
出
し
た
い
。
私
は
こ
の
よ
き
人
に
遇
い
た
い
。
も
し
両
者
の

願
い
が
一
つ
に
な
る
と
き
、
ま
こ
と
に
奇
し
く
も
、
ま
こ
と
に
恵
ま

れ
て
、
ま
こ
と
に
有
り
難
く
も
、
不
可
思
議
な
る
因
縁
成
就
し
て
、

如
来
本
願
南
無
阿
弥
陀
仏
、
あ
な
た
を
救
う
ぞ
の
本
願
の
真
心
に
出

遇
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 目
連
左
に
侍
し
、
阿
難
右
に
在
り 

お
釈
迦
様
の
お
姿
を
こ
の
よ
う
に
表
わ
し
、
次
に
「
目
連
左
に
侍

し
、
阿
難
右
に
在
り
」
と
、
お
釈
迦
様
の
脇
士
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

ま
す
。
善
導
は
こ
れ
を
、「
『
目
連
侍
左
』
等
と
言
う
は
、
此
れ
更
に

余
の
衆
な
く
し
て
、
唯
二
僧
有
る
こ
と
を
明
か
す
」
と
受
け
と
め
ま

す
。 目

連
と
阿
難
は
、
韋
提
希
が
慰
問
し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
相
手

で
す
。
そ
の
要
請
は
「
願
わ
く
は
、
目
連
と
尊
者
阿
難
を
遣
わ
し
、

我
れ
と
相
見
（
ま
み
）
え
し
め
た
ま
え
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
前
の

段
で
出
て
き
た
こ
と
で
す
が
、
慰
問
が
仏
法
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

慰
問
に
よ
っ
て
は
人
は
救
わ
れ
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
、

お
釈
迦
様
は
阿
難
と
目
連
を
遣
わ
さ
ず
に
、
本
願
を
説
く
自
分
だ
け

が
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。 

し
か
し
、
阿
難
と
目
連
を
遣
わ
す
の
で
す
。
本
願
を
説
く
自
己
自

身
と
共
に
遣
わ
す
。
慰
問
者
と
一
緒
に
な
っ
て
、
一
つ
に
な
っ
て
韋



 - 13 - 

提
希
の
前
に
姿
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
三
者
一
つ
の
光
景
は
、
韋

提
希
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。 

韋
提
希
の
思
い
の
中
で
は
、
お
釈
迦
様
に
知
ら
れ
な
い
形
で
、
阿

難
目
連
と
お
釈
迦
様
を
は
っ
き
り
分
け
た
の
で
す
。
来
て
も
ら
っ
て

慰
問
し
て
ほ
し
い
阿
難
目
連
と
、
来
て
も
ら
い
た
く
な
い
真
実
を
説

く
お
釈
迦
様
と
。
耆
闍
崛
山
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
の

思
い
を
し
っ
か
り
持
つ
こ
と
が
担
保
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
眼
前
に
両
者
が
一
つ
に
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。し
か
も
、

要
請
し
な
か
っ
た
お
釈
迦
様
が
中
央
。
要
請
し
た
二
人
が
両
脇
。
そ

れ
も
、
「
目
連
と
尊
者
阿
難
」
と
韋
提
希
の
気
持
ち
の
中
で
は
上
に

立
て
た
い
阿
難
が
、
な
ぜ
か
下
座
の
右
側
に
い
る
。
命
令
を
し
て
罵

る
こ
と
も
で
き
る
相
手
で
あ
る
目
連
が
上
座
の
左
側
に
い
る
。 

二
人
が
来
た
こ
と
自
体
は
自
分
の
希
望
が
か
な
え
ら
れ
て
い
る
が
、

二
人
の
左
右
の
位
置
、
そ
し
て
中
央
で
な
く
脇
士
と
い
う
位
置
、
そ

し
て
な
に
よ
り
も
、
中
央
に
来
て
ほ
し
く
な
い
人
、
要
請
を
し
て
い

な
い
人
が
来
て
い
る
。
こ
の
三
人
一
組
の
光
景
は
、
韋
提
希
に
は
到

底
受
け
と
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
に
、
耆
闍
崛
山
を
没
し
て

自
来
赴
請
し
、
韋
提
希
の
前
に
立
っ
た
お
釈
迦
様
の
、
や
が
て
説
く

教
え
の
内
容
が
あ
る
の
で
す
。 

脇
士
は
韋
提
希
の
要
請
を
受
け
と
め
る
お
釈
迦
様
の
心
を
表
わ
し

て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
正
宗
分
で
は
、
自
ら
の
力
で
浄
土
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
韋
提
希
の
思
い
を
受
け
と
め
て
説
か
れ

る
観
方
便
の
教
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
左
右
が
韋
提
希

の
思
い
と
異
な
る
こ
と
は
、自
分
の
主
張
を
受
け
と
め
た
教
え
で
も
、

全
て
が
主
張
ど
お
り
で
い
い
の
で
は
な
い
。
仏
の
前
で
全
力
を
尽
く

し
て
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
条
件
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
よ
う
で
す
。 

 

中
央
の
お
釈
迦
様
は
、
阿
弥
陀
の
本
願
そ
の
も
の
を
説
く
こ
と
が

自
分
が
来
た
出
世
の
本
懐
で
あ
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
阿
弥
陀

の
本
願
に
真
向
き
に
な
れ
。
そ
の
根
源
の
法
蔵
菩
薩
の
歩
み
に
真
向

き
に
な
れ
。
顔
を
ま
っ
す
ぐ
に
向
け
る
べ
き
方
向
は
、
阿
弥
陀
で
あ

り
、
法
蔵
菩
薩
な
の
だ
ぞ
と
。
や
が
て
正
宗
分
に
入
っ
て
第
一
の
教

え
、
日
想
観
を
想
起
さ
せ
ま
す
。
お
前
の
向
か
う
方
向
は
何
な
の
か

と
。
お
前
は
ど
こ
に
向
か
お
う
と
し
て
い
る
の
か
と
。 

こ
の
よ
う
に
、
韋
提
希
の
眼
前
に
現
れ
た
お
釈
迦
様
の
身
の
色
、

立
つ
座
、
脇
士
の
あ
り
方
が
、
お
釈
迦
様
と
は
誰
な
の
か
。
何
を
な

さ
る
た
め
に
ど
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
現
れ
た
お
方
な
の
か
を
示
し
て

い
る
よ
う
で
す
。 
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 （
二
）
諸
天
の
登
場 

 天
人
と
は
何
者
か 

さ
て
、
第
三
段
落
の
最
後
。
諸
天
の
登
場
で
す
。 

「
釈
梵
護
世
の
諸
天
、虚
空
の
中
に
在
り
て
普
く
天
華
を
雨
ら
し
、

持
用
（
も
ち
）
て
供
養
す
」。 

お
釈
迦
様
が
目
連
と
阿
難
を
従
え
て
、
耆
闍
崛
山
を
没
し
自
ら
王

宮
に
来
た
り
現
わ
れ
た
。
仏
の
自
来
赴
請
で
す
ね
。
世
界
を
ひ
っ
く

り
返
す
よ
う
な
こ
の
出
来
事
の
中
に
あ
っ
て
、
し
か
し
当
の
韋
提
希

は
、
こ
の
こ
と
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
本
当
に
悲
し
い
こ
と
と
い

う
か
、
人
間
の
闇
が
い
か
に
深
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

と
同
時
に
、
そ
の
闇
深
き
真
実
に
背
く
者
の
た
め
に
法
蔵
菩
薩
の

歩
み
を
根
拠
と
し
阿
弥
陀
の
本
願
に
乗
じ
て
、
そ
の
本
願
を
伝
え
よ

う
と
、
よ
き
人
自
ら
が
現
わ
れ
来
る
。
こ
の
事
実
が
厳
然
と
し
て
あ

る
の
が
ま
た
こ
の
世
界
な
の
で
す
。
悲
し
む
べ
き
闇
の
存
在
を
救
わ

ん
た
め
に
、
真
実
は
極
め
て
具
体
的
な
も
の
と
な
っ
て
そ
の
人
の
前

に
現
れ
る
。 

 

で
は
、
現
れ
た
来
た
っ
た
具
体
的
真
実
を
、
闇
の
私
は
ど
の
よ
う

に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。知
る
力
が
私
の
中
に
あ
る
の
か
。

そ
の
力
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
眼
前
の
真
実
に
対
し
て
何
を
も
感
ぜ
ず

流
転
を
続
け
る
の
で
は
な
い
の
か
。
じ
つ
は
流
転
を
続
け
る
私
た
ち

の
心
の
奥
底
に
、
一
点
、
真
実
を
感
ず
る
心
が
あ
る
。
そ
の
心
を
今
、

「
天
人
」
と
し
て
表
わ
す
の
で
す
。
お
釈
迦
様
の
出
現
を
知
っ
て
、

天
人
た
ち
が
喜
び
迎
え
、
天
か
ら
華
の
雨
を
降
ら
し
て
供
養
申
し
上

げ
る
。
お
釈
迦
様
と
韋
提
希
と
の
出
遇
い
の
場
面
の
奥
に
は
、
こ
の

よ
う
な
事
実
が
展
開
し
始
め
て
い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
こ
と
を
善
導
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
ま
す
。 

「
『
釈
梵
護
世
』
と
言
う
は
、
此
れ
天
王
衆
等
、
仏
世
尊
隠
れ
て

王
宮
に
顕
し
た
も
う
を
見
る
に
、
必
ず
希
奇
の
法
を
説
き
た
も
う
べ

し
。
我
等
天
人
、
韋
提
に
因
る
が
故
に
未
聞
の
益
を
聴
く
こ
と
を
得

ん
。
各
（
お
の
お
の
）
本
念
に
乗
じ
て
普
く
空
に
住
臨
し
、
天
耳
遥
か

に
飡
（
さ
ん
）
し
て
、
華
を
雨
ふ
っ
て
供
養
す
る
こ
と
を
明
か
す
。 

又
『
釈
』
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
天
帝
な
り
。 

『
梵
』
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
色
界
の
梵
王
等
な
り
。 

『
護
世
』
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
四
天
王
な
り
。 

『
諸
天
』
と
言
う
は
、
即
ち
是
れ
色
・
欲
界
等
の
天
衆
な
り
。 

既
に
天
王
の
仏
辺
に
来
り
向
か
え
る
を
見
て
、
彼
の
諸
の
天
衆
亦

王
に
従
っ
て
来
っ
て
、
法
を
聞
き
て
供
養
す
。
」 
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「
釈
梵
護
世
の
諸
天
」
と
は
、「
釈
」
は
帝
釈
天
王
で
欲
界
の
王
で

す
。「
梵
」
は
色
界
の
王
で
あ
る
梵
天
王
。「
護
世
」
は
四
天
王
。
東

西
南
北
を
護
る
天
の
神
々
。
東
の
持
国
天
、
西
の
広
目
天
、
南
の
増

長
天
、
西
の
多
聞
天
。
こ
れ
ら
が
欲
界
・
色
界
の
諸
天
で
す
。 

天
王
の
帝
釈
天
は
、
須
弥
山
の
頂
上
、
忉
利
天
の
中
央
に
住
し
、

左
右
に
は
常
に
天
子
を
従
え
大
威
徳
を
誇
っ
て
い
る
。
四
天
王
た
ち

が
天
下
を
回
っ
て
万
民
の
善
悪
邪
正
を
察
知
し
帝
釈
天
に
告
げ
る
。

人
々
が
父
母
に
孝
順
し
長
老
を
敬
い
斎
戒
布
施
し
て
貧
し
き
者
を
救

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
れ
ば
歓
喜
し
て
快
哉
を
あ
げ
、
こ
の
よ
う
で
な

け
れ
ば
愁
憂
し
て
喜
ば
な
い
。 

人
々
が
善
を
行
ぜ
ず
諸
天
衆
に
害
を
与
え
、
阿
修
羅
衆
に
利
を
与

え
よ
う
と
す
る
の
を
聞
い
て
愁
憂
し
、
阿
修
羅
を
征
服
し
よ
う
と
す

る
。
ま
た
、
仏
が
菩
薩
行
を
修
行
す
る
時
に
身
を
変
じ
て
そ
の
求
道

心
を
試
み
た
が
、
仏
成
道
の
後
は
梵
天
王
と
共
に
仏
教
の
守
護
に
努

め
た
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
ド
の
民
族
神
が
仏
教

の
守
り
神
に
な
っ
た
わ
け
で
す
ね
。 

 

 

こ
の
「
釈
梵
護
世
の
諸
天
」
が
今
、
お
釈
迦
様
と
韋
提
希
の
出
遇

い
の
場
面
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
お
釈
迦
様
を
供
養
す
る
と
言
う
の

で
す
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

天
人
と
は
何
者
か
。
こ
の
経
典
の
こ
の
場
面
で
は
何
者
と
し
て
説

か
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
が
問
題
で
す
ね
。
こ
れ
に
対
す
る
大
き
な

ヒ
ン
ト
と
な
る
の
が
善
導
の
解
釈
で
す
。 

ま
ず
「
『
釈
梵
護
世
』
と
言
う
は
、
此
れ
天
王
衆
等
、
仏
世
尊
隠

れ
て
王
宮
に
顕
し
た
も
う
を
見
る
に
、
必
ず
希
奇
の
法
を
説
き
た
も

う
べ
し
」
。
天
人
た
ち
に
は
確
信
が
あ
る
。
世
尊
が
耆
闍
の
大
事
な

会
座
を
中
断
し
て
王
宮
の
韋
提
希
一
人
の
た
め
に
や
っ
て
来
ら
れ
た

か
ら
に
は
、
必
ず
希
有
に
し
て
奇
異
な
る
法
が
説
か
れ
る
に
違
い
な

い
、
と
。 

さ
ら
に
「
我
等
天
人
、
韋
提
に
因
る
が
故
に
未
聞
の
益
を
聴
く
こ

と
を
得
ん
。
各
（
お
の
お
の
）
本
念
に
乗
じ
て
普
く
空
に
住
臨
し
、
天

耳
遥
か
に
飡
（
さ
ん
）
し
て
、
華
を
雨
ふ
っ
て
供
養
す
る
こ
と
を
明
か

す
」
。
我
々
は
韋
提
希
の
世
尊
へ
の
要
請
を
縁
に
し
て
、
未
だ
か
つ

て
聞
い
た
こ
と
の
な
い
真
実
の
教
え
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
な
ん

と
い
う
喜
び
で
あ
ろ
う
か
。
我
ら
天
人
そ
れ
ぞ
れ
が
各
自
の
根
本
の

念
願
を
懐
い
て
大
空
の
中
で
そ
の
教
え
を
聞
き
、
し
っ
か
り
と
教
え

の
味
を
味
わ
い
、
こ
れ
を
説
か
れ
た
世
尊
に
華
の
雨
を
天
よ
り
降
ら

せ
て
ご
供
養
申
し
上
げ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
善
導
は
天
人
た
ち
の
思

い
を
代
弁
し
ま
す
。 

 

お
釈
迦
様
と
韋
提
希
の
出
遇
い
の
場
面
に
、
韋
提
希
は
分
か
ら
な

く
と
も
、
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
る
教
え
の
真
の
意
味
が
分
か
る
者
が
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い
た
。
そ
れ
が
天
人
た
ち
。
で
は
天
人
と
は
何
者
か
、
と
い
う
こ
と

で
す
ね
。 

天
人
と
は
、
お
釈
迦
様
と
韋
提
希
と
、
も
う
一
つ
の
別
の
存
在
で

は
な
い
。
じ
つ
は
韋
提
希
の
最
も
深
い
心
の
姿
を
表
わ
す
表
現
な
の

で
す
。
仏
に
気
づ
か
ず
、
仏
を
謗
り
、
自
己
を
正
当
化
す
る
心
の
、

そ
の
心
よ
り
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
心
で
す
。
そ
れ
は
耆
闍
崛

山
を
没
し
て
自
来
赴
請
さ
れ
た
お
釈
迦
様
の
お
心
が
よ
く
分
か
る
心
。

仏
の
出
世
本
懐
が
よ
く
わ
か
り
、
そ
の
教
え
を
讃
え
、
聞
き
た
い
と

願
う
心
。
仏
の
出
世
本
懐
を
わ
が
本
懐
と
し
た
い
心
で
す
。 

 

お
釈
迦
様
は
「
韋
提
希
の
心
の
所
念
を
知
っ
て
」
王
宮
に
や
っ
て

来
ら
れ
た
。
そ
れ
を
善
導
は
「
心
念
の
意
」
と
受
け
と
め
た
。
こ
の

「
意
」
に
相
当
す
る
心
で
し
ょ
う
。
仏
を
避
け
よ
う
と
す
る
心
は
、

仏
弟
子
に
よ
る
慰
問
を
要
請
し
、
仏
そ
の
も
の
の
お
出
ま
し
は
断
っ

た
。
そ
の
「
我
」
の
心
の
さ
ら
に
奥
深
く
に
一
人
の
人
を
決
定
す
る

広
大
無
辺
の
領
域
が
あ
る
。
人
間
の
す
べ
て
の
問
題
の
根
本
的
解
決

の
道
場
と
で
も
言
う
べ
き
大
空
間
が
あ
る
。 

つ
い
に
そ
の
道
場
に
至
り
帰
っ
て
人
は
思
う
で
あ
ろ
う
。
私
は
長

い
間
、
我
の
心
の
ま
ま
に
生
き
て
き
た
。
い
や
そ
れ
は
私
だ
け
で
は

な
い
。
祖
先
の
億
々
の
人
た
ち
が
皆
そ
う
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
れ
ら
の
我
に
よ
る
悪
業
が
山
と
累
積
さ
れ
て
い
る
こ
の
大
空
間
の

世
界
が
、
私
の
、
そ
し
て
私
た
ち
の
生
き
る
道
を
選
ぶ
最
後
の
砦
な

の
だ
。 

こ
の
世
界
に
は
不
思
議
な
力
が
宿
っ
て
い
る
。
最
後
の
世
界
が
持

つ
力
と
言
う
べ
き
か
。
そ
れ
は
転
回
で
き
る
と
い
う
こ
と
。
悪
業
の

山
を
宝
の
山
に
転
じ
変
え
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
何
に
よ
っ
て
で
き

る
の
か
。
真
実
の
力
に
よ
る
の
だ
。
真
実
が
転
回
せ
し
め
る
力
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
真
実
に
出
遇
い
た
い
と
願
う
心
が
起
こ
る
の
が
こ

の
世
界
で
も
あ
る
の
だ
。 

こ
の
世
界
を
最
後
の
道
場
と
し
て
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
悪
業
の

大
累
積
の
世
界
が
真
実
を
求
め
る
願
心
の
世
界
へ
と
転
じ
ら
れ
る
。

こ
の
世
界
が
、
こ
の
領
域
が
、
こ
の
空
間
が
、
私
た
ち
の
存
在
の
底

に
あ
る
。
こ
れ
を
持
っ
て
い
る
の
が
人
間
な
の
だ
と
。
こ
の
心
の
底

の
世
界
を
今
「
天
人
」
を
も
っ
て
表
わ
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 真
実
の
教
え
に
感
ず
る
心 

こ
の
場
面
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
が
『
大
経
』
に
あ
り
ま
す
。 

「
霊
禽
翼
従
し
て
道
場
に
往
詣
し
、
吉
祥
感
徴
し
て
功
祚
を
表
章

す
」
（
東3 

西5 

島2-4

） 

こ
れ
は
序
分
の
中
の
衆
成
就
を
表
わ
す
一
文
で
、衆
成
就
と
は『
大

経
』
の
如
来
本
願
の
教
え
を
聞
い
た
人
は
皆
こ
の
よ
う
な
人
に
な
る
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こ
と
を
表
わ
し
ま
す
。
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
お
釈
迦
様
の
ご
生
涯
を

表
わ
す
八
相
成
道
が
語
ら
れ
、
今
は
そ
の
一
節
で
す
。 

ゴ
ー
タ
マ
が
六
年
の
苦
行
を
捨
て
山
よ
り
降
り
て
河
で
沐
浴
し
、

力
を
得
て
人
々
と
共
に
正
覚
を
得
よ
う
と
、
最
後
の
瞑
想
の
場
所
で

あ
る
菩
提
樹
下
ま
で
歩
ん
で
い
か
れ
ま
す
。
そ
の
ゴ
ー
タ
マ
の
歩
み

に
「
霊
禽
」
霊
鳥
た
ち
が
従
っ
て
い
く
の
で
す
。 

そ
の
姿
は
、
あ
た
か
も
ゴ
ー
タ
マ
自
身
が
大
き
な
鳥
と
な
っ
て
両

翼
を
広
げ
て
歩
む
よ
う
に
、
霊
鳥
た
ち
が
両
側
に
従
っ
て
進
ん
で
い

く
。
ゴ
ー
タ
マ
が
行
く
先
で
正
覚
を
開
く
こ
と
に
霊
鳥
た
ち
は
気
づ

い
て
い
る
よ
う
で
す
。
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
正
覚
を
開
か
ん
と
し
て
力

漲
り
始
め
る
こ
と
を
表
わ
す
い
い
光
景
で
す
ね
。 

 

菩
提
樹
の
下
に
至
っ
た
と
き
、「
吉
祥
感
徴
し
て
功
祚
を
表
章
す
」

と
あ
る
よ
う
に
、
吉
祥
童
子
と
い
う
少
年
が
、
刈
っ
て
い
た
草
を
ゴ

ー
タ
マ
に
差
し
出
す
の
で
す
。
ど
う
か
こ
れ
に
坐
っ
て
ほ
し
い
と
。

童
子
は
ゴ
ー
タ
マ
の
上
に
こ
れ
か
ら
何
が
起
こ
る
か
を
感
じ
取
っ
て

い
た
の
で
す
ね
。 

「
功
祚
（
く
そ
）
」
と
は
仏
果
、
仏
の
さ
と
り
の
こ
と
で
す
。
そ
の

お
方
が
さ
と
り
を
開
こ
う
と
す
る
お
方
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
、
草
刈
を
仕
事
と
す
る
そ
の
草
を
も
っ
て
、
さ
と
り
の
座
と

し
て
差
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
者
。
本
当
に
素
晴
ら
し
く
、
あ
な

た
こ
そ
仏
成
道
後
の
最
初
の
法
話
を
聞
く
べ
き
者
で
あ
る
と
讃
え
た

い
気
持
ち
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
が
「
吉
祥
」
の
名
で
表
わ
さ
れ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
ゴ
ー
タ
マ
は
正
覚
を
成
就
し
ま
す
。
し
か
し
直

ち
に
は
説
か
れ
な
い
。
じ
つ
は
お
釈
迦
様
は
、
説
く
べ
き
相
手
の
我

ら
衆
生
の
本
質
を
見
て
、
こ
の
真
実
の
教
え
は
説
く
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
説
法
不
可
能
の
自
覚
を
持
た
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
大
変

な
こ
と
で
す
ね
。
も
し
こ
こ
で
お
釈
迦
様
が
説
法
を
し
な
い
と
決
断

さ
れ
て
い
た
の
な
ら
、
私
た
ち
に
仏
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
の
時
、
天
人
が
現
わ
れ
る
の
で
す
。
「
釈
梵
祈
勧
し
て
転
法
輪

を
請
ず
」
と
。
帝
釈
天
や
梵
天
と
い
う
二
大
天
王
が
教
え
を
説
く
こ

と
を
請
う
の
で
す
。
お
釈
迦
様
は
こ
の
要
請
を
受
け
入
れ
て
教
え
を

説
き
始
め
ら
れ
ま
す
。
天
人
た
ち
が
現
わ
れ
て
祈
勧
し
な
け
れ
ば
、

今
私
た
ち
に
仏
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

霊
禽
、
吉
祥
童
子
、
釈
梵
の
天
人
。
こ
れ
ら
は
い
っ
た
い
何
者
な

の
か
。
こ
れ
も
ま
た
同
じ
。
私
た
ち
に
共
通
し
て
あ
る
、
心
の
最
も

深
い
と
こ
ろ
で
の
、
い
わ
ば
い
の
ち
の
願
い
。
真
実
に
遇
い
た
い
。

真
実
に
生
き
た
い
。
そ
し
て
わ
が
存
在
、
わ
が
人
生
、
さ
ら
に
我
ら

生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
本
当
に
よ
か
っ
た
と
皆
で
言
い
た
い
。
存

在
の
喜
び
、
生
の
凱
歌
を
挙
げ
た
い
。
こ
の
世
界
を
生
き
る
こ
と
の
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凱
歌
の
大
合
唱
で
満
た
せ
た
い
。
こ
の
思
い
を
「
天
人
」
で
表
わ
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
「
天
人
」
で
表
わ
し
得
た
と
こ
ろ
に
、
既
に

生
の
勝
利
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。 

 

『
観
経
』
で
は
、
最
後
に
も
う
一
度
天
人
が
登
場
し
ま
す
。
王
宮

で
の
説
法
を
終
え
た
お
釈
迦
様
は
目
連
・
阿
難
と
共
に
耆
闍
崛
山
へ

帰
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
今
の
王
宮
で
の
説
法
を
阿
難
に
説
か
せ
る
。

面
白
い
場
面
で
す
ね
。
そ
の
説
法
の
会
座
を
耆
闍
会
（
ぎ
し
ゃ
え
）
と

言
う
の
で
す
。
『
観
経
』
は
一
経
の
中
に
、
会
座
が
二
つ
あ
る
。
王

宮
会
と
耆
闍
会
。
し
か
し
そ
こ
で
説
か
れ
る
教
え
は
同
じ
。
と
て
も

面
白
い
構
成
で
す
。 

そ
の
耆
闍
会
の
聴
衆
に
は
、
「
爾
時
阿
難
、
広
く
大
衆
の
た
め
に

如
上
の
事
を
説
く
に
、
無
量
の
諸
天
及
び
龍
・
夜
叉
、
仏
の
所
説
を

聞
き
て
皆
大
い
に
歓
喜
し
、
仏
を
礼
し
て
退
き
ぬ
」
と
あ
り
ま
す
よ

う
に
、
大
衆
と
共
に
諸
天
・
龍
・
夜
叉
が
い
る
。
耆
闍
会
は
、
王
宮

で
の
お
釈
迦
様
の
教
え
を
、
お
釈
迦
様
以
外
の
者
で
も
同
じ
よ
う
に

説
い
て
同
じ
結
果
を
生
ず
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
す
。
従
っ
て

耆
闍
会
は
、
王
舎
城
の
説
法
以
降
の
、
無
量
の
会
座
を
象
徴
し
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

い
つ
ど
こ
で
ど
の
よ
う
な
会
座
が
開
か
れ
よ
う
と
も
、
そ
こ
で
阿

弥
陀
の
本
願
が
人
々
に
あ
わ
せ
て
説
か
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず
そ
の

人
々
の
心
の
奥
底
が
反
応
し
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
私
の
た
め
の
教
え

で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
求
め
続
け
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
。 

お
釈
迦
様
に
代
わ
っ
て
阿
難
が
現
わ
れ
説
い
て
も
、
誰
が
現
わ
れ

説
い
て
も
、
人
々
の
心
の
奥
底
は
必
ず
反
応
す
る
。
こ
こ
に
私
が
聞

き
た
い
真
実
が
あ
る
と
。
未
来
の
衆
生
も
ま
た
、
お
釈
迦
様
の
自
来

赴
請
を
目
撃
し
た
そ
の
時
の
衆
生
と
同
じ
く
、
わ
が
存
在
の
底
で
真

実
に
反
応
す
る
の
で
す
。 

  
 

（
三
）
人
間
の
苦
と
は
何
か 

 

怨
結
の
情
深
し 

次
に
第
四
段
落
へ
進
み
ま
し
ょ
う
。 

「
時
に
韋
提
希
、仏
世
尊
を
見
た
て
ま
つ
り
、自
ら
瓔
珞
を
断
ち
、

挙
身
投
地
し
、
号
泣
し
て
仏
に
向
か
い
白
（
も
う
）
し
て
言
（
も
う
）

さ
く
。
『
世
尊
、
我
れ
宿
（
む
か
し
）
何
の
罪
あ
り
て
か
此
の
悪
子
を

生
ぜ
る
。
世
尊
、
復
た
何
等
の
因
縁
有
り
て
か
提
婆
達
多
と
共
に
眷

属
為
（
た
）
る
』
」
（
東92 

西90 

島2-4

） 

こ
の
第
四
段
落
が
厭
苦
縁
の
最
後
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ

で
厭
苦
縁
の
結
論
が
出
る
。
厭
苦
縁
の
結
論
と
い
う
の
は
、
「
厭
苦
」
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の
「
苦
」
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。
即
ち
韋
提
希
に
と

っ
て
の
、
人
間
に
と
っ
て
の
「
苦
」
と
は
何
な
の
か
。
「
苦
」
の
因

は
何
な
の
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
「
苦
」
を
厭
い
離

れ
る
道
筋
は
見
え
て
は
き
ま
せ
ん
。
こ
の
道
筋
を
示
す
も
の
が
次
の

欣
浄
縁
と
な
る
わ
け
で
す
。 

王
舎
城
の
悲
劇
の
中
で
、
息
子
阿
闍
世
に
よ
っ
て
牢
に
閉
じ
込
め

ら
れ
、
愁
憂
の
中
か
ら
耆
闍
崛
山
の
お
釈
迦
様
へ
救
い
を
求
め
た
韋

提
希
。
彼
女
に
と
っ
て
「
苦
」
と
は
何
な
の
か
。
そ
の
「
苦
」
を
生

み
出
す
も
の
が
人
間
存
在
の
一
番
の
根
本
問
題
で
あ
る
は
ず
。
厭
い

離
れ
超
え
ら
れ
る
べ
き
「
苦
」
の
因
と
は
何
な
の
か
。
こ
の
こ
と
に

視
点
を
当
て
て
、
最
終
段
落
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

韋
提
希
は
頭
を
挙
げ
、眼
前
に
現
れ
た
お
釈
迦
様
を
見
上
げ
ま
す
。

そ
こ
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
。韋
提
希
は
自
分
で
瓔
珞
を
断
ち
切
り
、

身
を
投
げ
出
し
、
号
泣
し
て
仏
に
申
し
上
げ
る
の
で
す
。「
世
尊
よ
、

私
は
こ
れ
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
罪
が
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
悪
い
子

が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
世
尊
よ
、
ど
の
よ
う
な
因
縁
が
あ

っ
て
、
世
尊
は
あ
の
提
婆
と
眷
属
な
の
で
し
ょ
う
か
」
と
。 

眼
前
に
現
れ
た
お
釈
迦
様
を
韋
提
希
は
正
し
く
受
け
と
め
ら
れ
ま

せ
ん
。
こ
の
一
段
は
、
で
は
、
眼
前
に
お
釈
迦
様
に
出
遇
っ
て
、
韋

提
希
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
お
釈
迦
様
に
対
す
る
反
応
、
韋

提
希
の
心
の
変
化
、
そ
れ
ら
が
尽
く
さ
れ
て
、
最
後
に
「
世
尊
よ
、

私
は
こ
れ
ま
で
・
・
・
」
の
問
い
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。 

最
後
の
「
世
尊
よ
」
「
世
尊
よ
」
と
重
ね
て
問
う
こ
の
問
い
が
何

を
意
味
す
る
の
か
。
一
人
の
人
間
の
心
の
変
化
と
そ
の
動
き
方
。
そ

こ
に
、人
間
と
は
い
か
な
る
生
き
物
で
あ
る
か
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

厭
苦
縁
の
最
後
は
、
仏
の
前
に
於
い
て
始
め
て
明
ら
か
に
な
る
人
間

の
姿
。
そ
れ
こ
そ
が
「
苦
」
の
姿
。
こ
れ
が
問
題
に
さ
れ
ま
す
。 

 

こ
の
人
間
の
心
の
姿
を
深
く
問
い
厳
し
い
視
線
で
明
ら
か
に
し
た

の
が
善
導
で
す
。
善
導
の
「
仏
の
前
な
る
人
間
と
は
何
か
」
を
問
う

探
究
心
に
は
、
驚
く
べ
き
深
さ
と
的
確
さ
が
あ
り
ま
す
。
観
経
を
別

に
解
釈
し
た
諸
師
た
ち
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
深
く
尋
ね
て
は
い
な
い
よ

う
で
す
。
仏
教
を
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
仏
教
学
の
次
元
で
見
た
の
で

し
ょ
う
か
。 

善
導
は
、仏
教
を
、そ
れ
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
、

そ
の
複
雑
多
様
な
反
仏
教
的
な
我
の
心
に
よ
る
受
け
と
め
の
と
こ
ろ

で
見
た
の
で
す
。
仏
を
前
に
し
て
、
人
間
の
心
は
必
ず
こ
の
よ
う
に

動
い
て
い
く
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
確
信
が
、
そ
の
解
釈
か
ら
読
み
取

れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
善
導
大
師
ご
自
身
が
、
道
を
求
め
る
の

に
自
ら
の
心
を
様
々
に
動
か
し
、
自
分
の
心
で
、
自
分
と
い
う
存
在

の
と
こ
ろ
で
、
本
当
に
納
得
の
い
く
ま
で
真
実
の
救
い
を
求
め
ぬ
い
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た
か
ら
で
し
ょ
う
。
そ
の
感
動
的
で
唸
る
よ
う
な
解
釈
を
、
少
し
な

り
と
も
頂
い
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

善
導
は
こ
の
段
落
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
ま
す
。
少
し
長
い
で
す

が
、
ま
ず
全
文
を
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
四
に
「
時
韋
提
希
見
世
尊
」
従
り
下
「
与
提
婆
共
為
眷
属
」
に

至
る
已
来
、
正
し
く
夫
人
頭
を
挙
げ
て
仏
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
、
口

言
傷
歎
し
、
怨
結
の
情
深
き
こ
と
を
明
か
す
。 

「
自
絶
瓔
珞
」
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
身
の
荘
り
瓔
珞
猶
愛
し
て

未
だ
除
か
ず
、
忽
ち
に
如
来
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
羞
ぢ
慚
ず
る
に
、

み
づ
か
ら
絶
（
ぬ
）
く
こ
と
を
明
か
す
。 

 

問
い
て
曰
く
。
云
何
ぞ
自
ら
絶
（
ぬ
）
く
や
。 

答
え
て
曰
く
。夫
人
は
乃
ち
是
れ
貴
中
の
貴
、尊
の
中
の
尊
な
り
。

身
の
四
威
儀
に
多
く
の
人
供
給
し
、
著
た
る
所
の
衣
服
皆
傍
人
を
使

う
。
今
既
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
て
恥
ぢ
愧
づ
る
情
深
く
し
て
、
鉤

帯
に
依
ら
ず
、
頓
に
自
ら
掣
（
ひ
）
き
却
く
。
故
に
自
絶
と
云
う
。 

 

「
挙
身
投
地
」
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
内
心
に
感
結
し
怨
苦
堪
え

難
し
。
是
を
も
っ
て
坐
従
り
身
を
踊
じ
て
立
し
、
立
従
り
身
を
踊
し

て
地
に
投
ぐ
る
こ
と
、
此
れ
乃
ち
歎
き
恨
み
処
深
く
し
て
、
更
に
礼

拝
威
儀
を
事
と
せ
ず
。 

「
蹄
泣
向
仏
」
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
仏
前
に
婉
転
し
て
、
悶
絶

し
号
哭
す
る
こ
と
を
明
か
す
。 

「
白
仏
」
と
言
う
以
下
、
此
れ
夫
人
婉
転
し
て
涕
哭
す
る
こ
と
量

（
や
や
）
久
し
く
し
て
、
少
し
き
惺
め
て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正
し
く

し
て
、
合
掌
し
て
仏
に
白
す
こ
と
を
明
か
す
。
「
我
れ
一
生
自
（
よ
）

り
已
来
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
。
未
審
（
い
ぶ
か
し
）
、
宿

業
の
因
縁
、
何
の
殃
咎
あ
っ
て
而
も
此
の
児
と
共
に
母
子
為
（
た
）

る
」
と
。
此
れ
夫
人
既
に
自
ら
障
り
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら
ず
。
今

児
の
害
を
被
る
。
是
れ
横
に
来
れ
り
と
謂
（
お
も
）
う
て
、
「
願
は
く

は
仏
の
慈
悲
、
我
れ
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
」
と
い
う
こ
と
を
明
か

す
。 「

世
尊
復
有
何
等
因
縁
」
と
言
う
已
下
、
此
れ
夫
人
仏
に
向
こ
う

て
陳
べ
訴
う
。 

「
我
れ
は
是
れ
凡
夫
な
り
。罪
惑
尽
き
ざ
れ
ば
、斯
の
悪
報
有
り
。

是
の
事
甘
心
す
。
世
尊
は
曠
劫
に
道
を
行
じ
て
、
正
習
倶
に
亡
じ
、

衆
智
朗
然
と
し
て
果
円
か
な
る
を
仏
と
号
す
。
未
審
（
い
ぶ
か
し
）
、

何
の
因
縁
有
っ
て
か
乃
ち
提
婆
と
共
に
眷
属
と
し
た
も
う
と
い
う
こ

と
を
明
か
す
。 

此
の
意
に
二
あ
り
。 

一
に
は
夫
人
怨
を
子
に
致
す
こ
と
を
明
か
す
。
忽
ち
に
父
母
に
於

い
て
狂
（
た
わ
）
れ
て
逆
心
を
起
す
。 

二
に
は
ま
た
恨
む
ら
く
は
提
婆
、
我
が
闍
世
を
教
え
て
斯
の
悪
計
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を
造
ら
し
む
。
若
し
提
婆
に
因
ら
ず
ば
、
我
が
児
終
に
此
の
意
無
し

と
云
う
こ
と
を
明
か
す
。 

此
の
因
縁
の
為
の
故
に
斯
の
問
を
致
す
。 

又
夫
人
、
仏
に
問
い
て
「
与
提
婆
眷
属
」
と
云
う
は
、
即
ち
其
の

二
有
り
。 

一
に
は
在
家
の
眷
属
、
二
に
は
出
家
の
眷
属
な
り
。 

在
家
と
言
う
は
、
仏
の
伯
叔
に
其
の
四
人
有
り
。
仏
と
い
う
は
即

ち
是
れ
白
浄
王
の
児
、
金
毘
と
い
う
は
白
飯
王
の
児
、
提
婆
と
い
う

は
斛
飯
王
の
児
、
釈
魔
男
と
い
う
は
是
れ
甘
露
飯
王
の
児
な
り
。
此

れ
を
在
家
の
外
眷
属
と
名
づ
く
。 

出
家
の
眷
属
と
言
う
は
、
仏
の
た
め
に
弟
子
と
作
る
、
故
に
内
眷

属
と
名
づ
く
。 

上
来
四
句
の
不
同
有
り
と
雖
も
、
広
く
厭
苦
縁
を
明
か
し
竟
ん

ぬ
。
」 

 
 
 
 
 
 

（
親
全80 

聖
全484 

ノ
ー
ト86
） 

 

ま
ず
、
こ
の
段
落
全
体
を
善
導
は
「
口
言
傷
歎
し
、
怨
結
の
情
深

き
こ
と
を
明
か
す
」
と
押
さ
え
ま
す
。
言
葉
で
も
っ
て
お
釈
迦
様
を

深
く
傷
つ
け
た
。
そ
の
韋
提
希
の
心
は
「
怨
結
の
情
深
き
」
。
怨
み

の
感
情
が
結
ば
れ
て
い
る
。
怨
み
は
、
人
間
の
最
も
深
い
感
情
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。 

如
来
真
実
が
わ
か
ら
ず
、
従
っ
て
救
わ
れ
な
い
と
き
、
人
は
如
来

を
怨
み
ま
す
。
友
人
の
真
心
が
分
か
ら
ず
、
従
っ
て
友
達
と
な
れ
な

い
と
き
、
人
は
友
を
怨
み
ま
す
。
仏
を
怨
み
、
友
を
怨
み
、
縁
あ
る

も
の
を
皆
怨
ん
で
、
人
は
自
分
を
支
え
保
っ
て
い
る
。
何
の
温
か
み

も
充
実
感
も
な
い
行
為
で
す
。
そ
れ
で
自
分
の
何
が
保
た
れ
、
保
証

さ
れ
る
の
か
。
固
く
厚
い
心
の
扉
は
依
然
閉
じ
ら
れ
た
ま
ま
。
人
を

怨
み
世
を
呪
い
自
己
を
正
当
化
し
て
、
し
か
し
冷
た
く
狭
い
世
界
を

自
暴
自
棄
の
中
で
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ん
と
も
悲
し
い
こ
と
で

す
ね
。 

そ
の
怨
み
が
結
ば
れ
て
い
る
。
怨
み
の
一
本
の
紐
で
は
な
い
。
何

本
も
の
怨
み
の
紐
が
複
雑
に
固
く
引
き
締
め
ら
れ
て
結
ば
れ
て
い
る
。

ど
ん
な
に
心
を
集
中
し
て
ほ
ど
こ
う
と
し
て
も
、
容
易
に
隙
を
見
せ

な
い
。
こ
れ
は
ダ
メ
だ
わ
い
と
投
げ
出
す
し
か
な
い
。
「
怨
結
の
情

深
し
」
こ
れ
が
仏
の
前
に
顕
わ
に
な
っ
た
人
間
の
姿
で
す
。 

も
し
仏
の
前
に
立
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
な
ら
、
「
怨
結
」
の
具
合

は
自
分
自
身
に
さ
え
分
か
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
毎
日
発
す
る
あ

れ
や
こ
れ
や
の
言
葉
が
、
な
ぜ
人
を
喜
ば
せ
ず
、
周
囲
を
円
滑
に
せ

ず
、
自
己
自
身
を
満
足
さ
せ
な
い
の
か
。
い
や
、
そ
う
な
っ
て
い
る

こ
と
さ
え
気
づ
か
ず
、
逆
に
人
を
悪
く
見
て
攻
撃
ま
で
し
て
自
己
を

正
当
化
す
る
。 

 

人
の
心
の
底
に
は
怨
み
が
あ
る
。
こ
の
経
は
冒
頭
に
こ
の
問
題
を
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出
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
「
未
生
怨
」
で
す
。
未
だ
生
ま
れ
ざ
る
怨

み
。
自
分
の
人
生
が
な
ぜ
こ
う
な
の
か
。
受
け
と
め
ら
れ
な
い
。
な

ぜ
そ
う
な
っ
た
か
は
、
じ
つ
は
、
あ
な
た
が
生
ま
れ
る
前
に
深
く
怨

み
を
飲
ん
で
死
に
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
あ
な
た
が
あ
る
の
だ
と
。
も

は
や
、生
ま
れ
る
前
の
怨
み
の
事
実
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。 

あ
な
た
の
人
生
が
面
白
く
な
い
そ
の
理
由
は
、
は
る
か
生
ま
れ
る

前
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど

に
絶
望
的
な
の
が
人
間
存
在
な
の
で
す
。
も
し
如
来
の
自
来
赴
請
に

遇
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。 

 

善
導
は
、
「
正
し
く
夫
人
頭
を
挙
げ
て
仏
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
、

口
言
傷
歎
し
、怨
結
の
情
深
き
こ
と
を
明
か
す
」と
言
っ
て
い
ま
す
。

韋
提
希
が
仏
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
愚
痴
を
言
い
、
怨
結
の
情
を
深
く

持
っ
て
い
る
の
は
、
一
人
で
い
る
と
き
で
は
な
く
、
仏
を
見
上
げ
、

仏
に
お
遇
い
し
て
い
る
時
な
の
で
す
。
自
ら
を
救
う
仏
が
仏
の
ほ
う

か
ら
来
ら
れ
て
眼
前
に
ま
し
ま
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
、韋
提
希
は「
口

言
傷
歎
し
、
怨
結
の
情
深
し
」
。
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
。
こ
の
事
実
を
ど
う
受
け
と
め
れ
ば
い
い
の
か
。 

こ
の
善
導
の
こ
の
段
全
体
の
要
約
の
仕
方
が
、
厭
苦
縁
の
「
苦
」

と
は
何
か
の
問
い
に
答
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
即
ち
人

間
の
苦
と
は
、
自
ら
を
救
う
お
方
を
前
に
し
て
、
な
お
、
言
葉
で
彼

を
傷
つ
け
、心
の
底
で
彼
に
対
す
る
怨
み
を
固
く
結
ん
で
い
る
こ
と
。

こ
れ
以
外
に
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
い
か
に
冷
静
に
深
く
考
え

て
も
、
こ
れ
以
外
に
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。
こ
の
こ
と
が
人
間
の

「
苦
」
な
の
で
す
。 

ま
こ
と
に
哀
れ
、
仏
に
背
を
向
け
る
救
わ
れ
ざ
る
存
在
。
な
ん
と

い
う
悲
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
し
っ
か
り

と
踏
ま
え
て
、
法
蔵
菩
薩
は
こ
の
者
を
真
に
救
お
う
と
、
歩
み
に
歩

ん
で
、
立
つ
べ
き
大
地
で
あ
る
浄
土
と
、
な
す
べ
き
こ
と
の
根
源
で

あ
る
念
仏
を
成
就
し
、
私
た
ち
に
回
向
し
よ
う
と
願
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
華
座
を
座
と
し
て
現
れ
た
お
釈
迦
様
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

な
の
で
す
。 

如
来
と
人
間
の
接
点
を
描
き
出
す
厭
苦
縁
は
、
息
を
止
め
て
頂
戴

す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
、
最
後
ま
で
強
く
迫
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。

そ
う
で
す
。
最
後
が
大
事
で
す
ね
。 

 自
ら
瓔
珞
を
絶
つ 

世
尊
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
韋
提
希
は
「
自
ら
瓔
珞
を
断
ち
、
挙
身

投
地
し
、
号
泣
し
て
仏
に
向
か
い
」
ま
す
。
大
き
な
動
き
が
起
き
て

い
ま
す
ね
。こ
こ
か
ら
善
導
の
領
解
は
ぐ
っ
と
深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 

「
『
自
絶
瓔
珞
』
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
身
の
荘
（
か
ざ
）
り
瓔
珞

猶
愛
し
て
未
だ
除
か
ず
、
忽
ち
に
如
来
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
羞
ぢ
慚
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ず
る
に
、
み
づ
か
ら
絶
（
ぬ
）
く
こ
と
を
明
か
す
。 

問
い
て
曰
く
。
云
何
ぞ
自
ら
絶
（
ぬ
）
く
や
。 

答
え
て
曰
く
。夫
人
は
乃
ち
是
れ
貴
中
の
貴
、尊
の
中
の
尊
な
り
。

身
の
四
威
儀
に
多
く
の
人
供
給
し
、
著
た
る
所
の
衣
服
皆
傍
人
を
使

う
。
今
既
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
て
恥
ぢ
愧
づ
る
情
深
く
し
て
、
鉤

帯
に
依
ら
ず
、
頓
に
自
ら
掣
（
ひ
）
き
却
く
。
故
に
自
絶
と
云
う
。
」 

 
 

「
自
絶
瓔
珞
」
自
ら
瓔
珞
を
絶
つ
。
瓔
珞
は
身
の
飾
り
で
す
。
韋

提
希
夫
人
は
一
国
の
王
妃
。
国
王
の
正
妻
で
す
。
国
王
に
次
ぐ
高
位

で
大
変
な
権
力
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
位
と
力
を
象
徴
す
る
の
が
瓔

珞
で
す
。
し
か
し
こ
の
瓔
珞
に
は
何
等
実
体
が
な
い
。
要
す
る
に
「
か

ざ
り
」
な
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
韋
提
希
は
こ
の
飾
り
に
執
着
し
こ
れ
を
愛
し
て
、
そ
の

思
い
で
身
に
つ
け
続
け
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
何
等
違
和
感
や
躊
躇

を
感
じ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
今
、
思
わ
ぬ
形
で
お
釈
迦

様
が
眼
の
前
に
現
わ
れ
、
そ
こ
で
「
羞
ぢ
慚
ず
る
に
」
、
始
め
て
飾

り
を
身
に
つ
け
る
こ
と
の
愚
か
さ
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
は

衝
撃
的
な
こ
と
で
、
心
の
大
き
な
変
化
で
す
ね
。 

 

善
導
は
こ
こ
で
問
答
を
出
し
ま
す
。
大
事
な
場
面
な
の
で
す
。 

「
問
い
て
曰
く
。
云
何
ぞ
自
ら
絶
（
ぬ
）
く
や
。 

答
え
て
曰
く
。夫
人
は
乃
ち
是
れ
貴
中
の
貴
、尊
の
中
の
尊
な
り
。

身
の
四
威
儀
に
多
く
の
人
供
給
し
、
著
た
る
所
の
衣
服
皆
傍
人
を
使

う
。
今
既
に
仏
を
見
た
て
ま
つ
り
て
恥
ぢ
愧
づ
る
情
深
く
し
て
、
鉤

帯
に
依
ら
ず
、
頓
に
自
ら
掣
（
ひ
）
き
却
く
。
故
に
自
絶
と
云
う
。
」 

問
い
は
、
な
ぜ
自
分
で
絶
ち
切
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
絶
」
を
聖
人
は
「
ぬ
く
」
と
読
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
「
た

つ
」
と
い
う
こ
と
に
し
て
お
き
ま
す
。 

な
ぜ
自
分
で
引
き
ち
ぎ
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
国
の
后
は
「
貴
中

の
貴
、
尊
中
の
尊
」
、
こ
れ
ほ
ど
尊
貴
な
お
方
は
い
な
い
。
生
活
を

す
る
の
に
多
く
の
人
を
使
い
、
た
と
え
ば
服
の
着
替
え
も
、
自
分
で

せ
ず
に
使
用
人
が
行
な
う
。
こ
れ
ほ
ど
に
何
で
も
人
に
さ
せ
た
夫
人

が
、
仏
の
前
で
大
き
く
恥
じ
て
、
瓔
珞
を
き
ち
っ
と
取
ら
ず
に
、
自

分
の
手
で
引
き
裂
い
た
。
だ
か
ら
「
自
絶
」
と
言
う
の
だ
と
。 

 

瓔
珞
と
い
う
飾
り
は
、
引
き
裂
い
て
し
ま
え
る
よ
う
に
、
当
然
韋

提
希
自
身
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
一
国
の
王
妃
で

あ
る
け
れ
ど
も
、
王
妃
で
あ
る
こ
と
は
人
間
の
救
い
と
真
の
充
実
に

な
ん
ら
の
保
障
も
し
な
い
の
で
す
。
し
か
し
韋
提
希
は
こ
れ
に
愛
着

し
執
着
し
て
き
た
。今
仏
に
お
遇
い
し
て
、そ
の
愚
か
さ
に
気
づ
き
、

は
じ
め
て
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
の
で
す
。 
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韋
提
希
の
場
合
は
王
妃
の
瓔
珞
で
す
が
、
私
た
ち
が
身
に
つ
け
て

い
る
の
は
何
の
瓔
珞
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
人
そ
れ
ぞ
れ
。
自
分
の

瓔
珞
を
見
つ
け
る
こ
と
が
大
事
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
学
校
の
教
師

で
あ
り
、
お
寺
の
住
職
で
あ
れ
ば
、
そ
の
教
師
や
住
職
で
あ
る
こ
と

が
正
し
く
瓔
珞
で
す
ね
。
教
師
の
実
質
的
能
力
も
な
い
の
に
、
教
師

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
困
難
な
場
を
素
通
り
で
き
る
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ
う
。
教
師
で
あ
る
こ
と
を
、
バ
ッ
ジ
の
よ
う
に
見
せ
た
わ
け

で
す
。 

し
か
し
、
教
師
で
な
い
も
の
は
、
そ
の
場
面
を
辛
苦
し
て
乗
り
越

え
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
本
当
の
力
が
身
に
つ
い
た
か

も
し
れ
な
い
。
教
師
は
そ
の
場
は
形
の
上
で
は
ス
ム
ー
ズ
に
行
っ
た

け
れ
ど
も
、
度
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
教
師
の
瓔
珞
が
わ
が
心
を

締
め
付
け
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
で
し
ょ
う
。 

韋
提
希
も
或
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
間
の
生
き
る
真

の
意
味
は
何
な
の
か
。
こ
う
い
う
問
い
が
む
く
む
く
と
湧
き
出
て
く

る
。
こ
れ
は
誰
も
同
じ
こ
と
で
す
。
し
か
し
韋
提
希
は
、
こ
の
問
題

を
問
い
尋
ね
よ
う
と
し
た
時
、自
分
の
瓔
珞
に
眼
が
行
っ
て
、い
や
、

自
分
は
一
国
の
王
妃
、
貴
中
の
貴
、
尊
中
の
尊
な
の
だ
。
あ
く
せ
く

し
て
生
き
る
意
味
な
ど
考
え
る
必
要
な
ど
な
い
の
だ
と
、
わ
が
瓔
珞

を
撫
で
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
眼
は
空
ろ
で
あ
っ
た
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
忽
ち
に
如
来
を
見
た
て
ま
つ
っ
て
羞
ぢ
慚
ず
る
」
私
の
問
題
を

正
射
す
る
も
の
に
出
遇
う
の
は
、
き
ま
っ
て
予
想
な
ど
し
て
い
な
い

時
で
す
。
「
忽
ち
」
は
凡
夫
の
上
に
こ
と
が
起
こ
る
時
の
常
套
語
の

よ
う
な
も
の
で
す
ね
。 

 

「
『
挙
身
投
地
』
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
内
心
に
感
結
し
怨
苦
堪

え
難
し
。
是
を
も
っ
て
坐
従
り
身
を
踊
じ
て
立
し
、
立
従
り
身
を
踊

し
て
地
に
投
ぐ
る
こ
と
、
此
れ
乃
ち
歎
き
恨
み
処
深
く
し
て
、
更
に

礼
拝
威
儀
を
事
と
せ
ず
。
」 

自
ら
瓔
珞
を
絶
つ
ほ
ど
の
恥
ず
か
し
さ
を
感
ず
れ
ば
、
も
う
そ
こ

に
じ
っ
と
立
っ
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
平
然
と
立
っ

て
い
た
と
い
う
の
も
、
じ
つ
は
瓔
珞
の
力
で
立
っ
て
い
た
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。 

「
内
心
に
感
結
し
怨
苦
堪
え
難
し
」
こ
れ
は
厳
し
い
表
現
で
す
。

人
間
と
い
う
の
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
怨
み
深
く
し
て
固
く
結
ば
れ
て

い
る
も
の
だ
と
善
導
は
言
い
切
っ
た
の
で
す
。
堪
え
難
い
怨
苦
に
身

も
狂
う
ほ
ど
の
展
開
で
す
。 

坐
っ
て
い
た
韋
提
希
は
、
踊
る
よ
う
に
し
て
立
ち
上
が
り
、
立
っ

た
身
を
ま
た
踊
る
よ
う
に
し
て
地
に
投
げ
出
し
た
。
自
分
で
自
分
を

受
け
と
め
ら
れ
な
い
。
自
分
の
心
が
自
分
の
身
か
ら
脱
し
よ
う
と
す

る
よ
う
な
行
動
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。 
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「
此
れ
乃
ち
歎
き
恨
み
処
深
く
し
て
、
更
に
礼
拝
威
儀
を
事
と
せ

ず
」
韋
提
希
の
中
に
於
い
て
歎
き
と
恨
み
の
起
こ
っ
て
い
る
場
所
は

計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
に
深
い
。
そ
の
心
に
今
微
か
に
に
光
が
当
て
ら

れ
、
狂
わ
ん
ば
か
り
で
何
を
し
て
い
い
か
が
わ
か
ら
ず
、
と
て
も
世

尊
に
対
す
る
礼
拝
な
ど
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。 

 

惺
め
た
心
の
先
に
あ
る
も
の
は 

「
『
蹄
泣
向
仏
』
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
仏
前
に
婉
転
し
て
、
悶

絶
し
号
哭
す
る
こ
と
を
明
か
す
。
」
聖
人
は
「
蹄
泣
」
と
記
し
て
い

ま
す
が
、
「
号
泣
」
で
進
め
ま
す
。
こ
こ
の
経
文
は
、
「
号
泣
向
仏

白
言
」
。
読
み
方
は
「
号
泣
し
て
仏
に
向
か
い
白
（
も
う
）
し
て
言
（
も

う
）
さ
く
」
と
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
即
ち
、
こ
の
箇
所
の
意
味
を
取

ろ
う
と
す
れ
ば
、
「
号
泣
向
仏
白
言
」
を
ひ
と
ま
と
ま
り
と
し
て
取

り
上
げ
る
の
が
順
当
で
し
ょ
う
。 

し
か
し
善
導
は
、
前
後
に
分
け
た
の
で
す
。
「
号
泣
向
仏
」
と
言

う
は
。
そ
し
て
「
白
言
」
を
「
『
白
仏
』
と
言
う
以
下
」
と
し
た
。

こ
こ
も
注
意
が
必
要
で
す
。
「
白
言
」
を
「
白
仏
」
に
し
た
。
「
白

（
も
う
）
し
て
言
（
も
う
）
さ
く
」
を
「
仏
に
白
（
も
う
）
さ
く
」
と
し

た
の
で
す
。 

二
つ
に
分
け
た
と
こ
ろ
に
善
導
の
読
み
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
ま

す
。
分
け
た
前
後
で
韋
提
希
の
姿
勢
は
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
い
る
の

だ
と
見
た
の
で
す
。 

 

 

こ
の
変
化
に
気
づ
か
せ
た
の
は
、
「
号
泣
」
の
受
け
と
め
な
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。 

「
『
号
泣
向
仏
』
と
言
う
は
、
此
れ
夫
人
仏
前
に
婉
転
し
て
、
悶
絶

し
号
哭
す
る
こ
と
を
明
か
す
。
」
厭
苦
縁
に
は
「
泣
く
」
こ
と
が
二

回
出
ま
す
。
先
の
「
悲
泣
」
と
、
こ
の
「
号
泣
」
で
す
。 

「
悲
泣
雨
涙
」
は
、
雨
が
し
と
し
と
と
降
る
よ
う
に
さ
め
ざ
め
と
泣

く
。
な
ぜ
さ
め
ざ
め
と
泣
く
の
か
。
愁
憂
し
た
韋
提
希
は
、
ま
だ
心

が
開
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
。世
尊
に
も
来
て
も
ら
お
う
と
し
な
い
。

自
分
の
思
い
で
仏
教
を
理
解
し
、
救
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の

閉
じ
た
心
で
泣
い
た
わ
け
で
す
。 

 

そ
の
韋
提
希
が
眼
前
に
現
れ
た
世
尊
に
出
遇
っ
て
、
一
瞬
、
心
の

奥
ま
で
光
に
照
ら
さ
れ
、
閉
じ
て
い
た
心
が
少
し
開
か
れ
、
押
さ
え

て
い
た
思
い
の
蓋
が
や
や
軽
く
な
っ
て
、
自
分
の
吹
っ
切
れ
な
い
思

い
を
そ
れ
な
り
に
強
く
外
へ
噴
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

心
の
底
か
ら
泣
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
婉
転
し
悶
絶
し
号
哭
し

た
。
初
め
て
の
経
験
で
す
。 

 

こ
れ
に
よ
っ
て
韋
提
希
は
変
わ
っ
た
。
こ
の
転
換
点
を
善
導
は
見

た
の
で
す
。
そ
し
て
後
半
は
、
「
『
白
仏
』
と
言
う
以
下
、
此
れ
夫
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人
婉
転
し
て
涕
哭
す
る
こ
と
量
（
や
や
）
久
し
く
し
て
、
少
し
き
惺
め

て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正
し
く
し
て
、
合
掌
し
て
仏
に
白
す
こ
と
を

明
か
す
」
。
し
ば
ら
く
の
間
婉
転
し
号
泣
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
少

し
惺
め
て
き
た
。
そ
し
て
始
め
て
身
の
威
儀
を
正
し
た
。
そ
し
て
合

掌
し
て
仏
に
申
し
上
げ
た
と
言
う
の
で
す
。 

即
ち
、
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
の
「
世
尊
、
我
れ
宿
（
む
か
し
）
何
の

罪
あ
り
て
か
此
の
悪
子
を
生
ぜ
る
。
世
尊
、
復
た
何
等
の
因
縁
有
り

て
か
提
婆
達
多
と
共
に
眷
属
為
（
た
）
る
」
の
二
つ
の
問
い
は
、
「
自

絶
瓔
珞
」
し
「
挙
身
投
地
」
し
て
い
る
韋
提
希
と
は
違
っ
て
、
そ
の

狂
っ
た
よ
う
な
韋
提
希
が
「
惺
め
て
」
、
惺
め
た
と
こ
ろ
か
ら
仏
に

申
し
上
げ
た
言
葉
で
あ
る
と
、
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
で
す
。 

 

「
号
泣
向
仏
白
言
」
を
、
「
号
泣
向
仏
」
と
「
白
仏
」
と
に
分
け

た
と
こ
ろ
は
と
て
も
素
晴
ら
し
い
慧
眼
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ

っ
て
厭
苦
縁
の
結
論
が
出
る
。
厭
苦
の
「
苦
」
が
明
瞭
に
浮
き
彫
り

に
な
る
の
で
す
。
即
ち
、
二
つ
の
問
い
は
、 

ま
ず
第
一
に
、
韋
提
希
の
狂
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
た
言
葉
で
は
な

く
、少
し
惺
め
て
、正
気
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。 

 

第
二
に
、
そ
の
正
気
か
ら
出
た
言
葉
が
、
仏
を
口
言
で
傷
歎
し
傷

つ
け
、
怨
結
の
情
深
き
と
こ
ろ
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
二
つ

を
表
わ
し
て
い
る
の
で
す
。 

韋
提
希
の
狂
っ
た
状
態
か
ら
出
た
言
葉
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
ひ

ど
く
と
も
、
そ
う
い
う
状
態
だ
っ
た
の
だ
か
ら
と
な
っ
て
、
あ
ま
り

問
題
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
韋
提
希
は
正
気
で
あ
り
、
そ
の
正

気
で
深
い
怨
み
の
心
か
ら
仏
を
傷
つ
け
る
言
葉
を
浴
び
せ
た
の
だ
と

な
れ
ば
、
こ
れ
は
問
題
は
深
刻
で
す
。 

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
仏
を
前
に
し
て
も
人
は
こ
の
よ
う
な
思

い
を
持
ち
言
動
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
人
間

の
「
苦
」
の
姿
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
苦
の
姿
こ
そ
厭
わ

れ
離
れ
ら
れ
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

で
は
、
こ
の
二
つ
の
問
い
を
起
こ
さ
せ
て
い
る
も
と
の
心
、
即
ち

「
苦
」
の
因
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
の
「
苦
」
の
因
が
お
釈
迦
様
に

於
い
て
受
け
と
め
ら
れ
て
、続
く
欣
浄
縁
で
の
歩
み
の
出
発
と
な
り
、

『
観
経
』
全
体
に
わ
た
っ
て
照
ら
さ
れ
続
け
る
人
間
の
定
散
心
の
心

な
の
で
す
。
如
来
を
無
視
す
る
定
散
自
力
の
心
が
「
苦
」
の
因
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
厭
苦
縁
の
最
後
は
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
だ
と
善

導
は
見
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
厭
苦
縁
」
の
名
も
つ
い
た
の
で
し
ょ
う

が
。 

 仏
を
傷
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
存
在 

で
は
、
こ
の
二
つ
の
問
い
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。 
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ま
ず
第
一
の
問
い
。
「
世
尊
、
我
れ
宿
（
む
か
し
）
何
の
罪
あ
り
て

か
此
の
悪
子
を
生
ぜ
る
。
」
こ
れ
に
つ
い
て
善
導
は
、
「
『
我
れ
一

生
自
（
よ
）
り
已
来
、
未
だ
曾
て
其
の
大
罪
を
造
ら
ず
。
未
審
（
い
ぶ

か
し
）
、
宿
業
の
因
縁
、
何
の
殃
咎
あ
っ
て
而
も
此
の
児
と
共
に
母
子

為
（
た
）
る
』
と
。
此
れ
夫
人
既
に
自
ら
障
り
深
く
し
て
宿
因
を
識
ら

ず
。
今
児
の
害
を
被
る
。
是
れ
横
に
来
れ
り
と
謂
（
お
も
）
う
て
、『
願

は
く
は
仏
の
慈
悲
、
我
れ
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
』
と
い
う
こ
と
を

明
か
す
。
」
こ
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
。 

 

自
分
は
生
ま
れ
て
か
ら
こ
の
方
、
大
き
な
罪
を
作
っ
た
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
な
の
に
、
何
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
こ
の
よ

う
な
悪
い
子
と
親
子
に
な
る
と
は
。
こ
の
よ
う
に
経
で
は
言
っ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
韋
提
希
が
深
く
自
己
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
、
こ
う
言
う
の
で
あ
る
。
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
原
因
に
気
づ
か

な
い
の
だ
。
わ
が
子
か
ら
害
を
被
っ
た
こ
と
も
、
何
か
他
の
理
由
で

と
考
え
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
韋
提
希
は
自
分
の
深
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
問
題
は
こ
れ
で
終
わ
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
自
分
が
分
か

ら
な
い
韋
提
希
は
、自
分
が
分
か
り
た
い
と
心
の
底
で
思
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
大
事
。
こ
の
こ
と
が
ど
ん
な
に
問
題
が
あ
ろ
う
と
も
、

人
生
の
転
換
点
に
な
る
。 

そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、第
一
の
問
い
は「
願
わ
く
は
仏
の
慈
悲
、

我
れ
に
径
路
を
示
し
た
ま
え
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の

だ
と
。
ど
う
か
仏
よ
。
あ
な
た
の
慈
悲
の
力
で
、
私
に
、
深
い
私
自

身
の
心
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
う
い
う
要
請
の
一
点

が
今
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
と
善
導
は
見
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
と

こ
ろ
は
善
導
は
じ
つ
に
人
間
の
心
を
理
解
し
て
い
る
と
、
感
激
し
ま

す
。 

 

第
二
の
問
い
「
世
尊
、
復
た
何
等
の
因
縁
有
り
て
か
提
婆
達
多
と

共
に
眷
属
為
（
た
）
る
」
に
つ
い
て
善
導
は
、
「
『
世
尊
復
有
何
等
因

縁
』
と
言
う
已
下
、
此
れ
夫
人
仏
に
向
こ
う
て
陳
べ
訴
う
。
」
と
、

韋
提
希
が
自
分
の
心
の
中
で
思
う
と
こ
ろ
を
世
尊
に
向
け
て
訴
え
る

の
だ
と
。
か
な
り
強
い
調
子
で
す
ね
。
そ
の
趣
旨
は
と
言
え
ば
、 

「
我
れ
は
是
れ
凡
夫
な
り
。罪
惑
尽
き
ざ
れ
ば
、斯
の
悪
報
有
り
。

是
の
事
甘
心
す
。
世
尊
は
曠
劫
に
道
を
行
じ
て
、
正
習
倶
に
亡
じ
、

衆
智
朗
然
と
し
て
果
円
か
な
る
を
仏
と
号
す
。
未
審
（
い
ぶ
か
し
）
、

何
の
因
縁
有
っ
て
か
乃
ち
提
婆
と
共
に
眷
属
と
し
た
も
う
と
い
う
こ

と
を
明
か
す
。
」 

 

私
は
凡
夫
で
す
。
罪
惑
が
尽
き
な
い
の
で
こ
の
よ
う
な
大
変
な
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
凡
夫
で
す
か
ら
、
こ
う
な
っ
た
こ
と
は
甘
ん
じ
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て
受
け
ま
す
。 

し
か
し
世
尊
よ
、
あ
な
た
は
長
い
間
修
行
を
な
さ
っ
て
煩
悩
も
そ

の
習
気
も
な
く
な
り
、
智
慧
満
ち
て
完
全
な
お
方
に
な
ら
れ
た
、
そ

れ
で
仏
と
い
う
の
で
し
ょ
。
で
は
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
。
お
か
し
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
よ
う
な
智
慧
円
満
の
仏
様
が
、
ど
う
し

て
、
わ
が
子
を
唆
し
た
提
婆
と
眷
属
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
り
え
な

い
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
韋
提
希
は
仏
に

訴
え
た
わ
け
で
す
。 

 

こ
れ
は
ひ
ど
い
言
葉
で
す
。
世
尊
の
お
心
は
い
か
に
傷
つ
い
た
で

し
ょ
う
か
。
韋
提
希
は
、
こ
ん
な
ひ
ど
い
目
に
あ
う
の
は
自
分
は
凡

夫
だ
か
ら
甘
ん
じ
て
受
け
る
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
あ
と

の
言
葉
は
、
じ
わ
り
じ
わ
り
と
世
尊
を
責
め
、
責
め
挙
げ
て
い
く
感

じ
で
す
。
自
分
の
責
任
を
わ
が
子
の
悪
業
の
せ
い
に
し
、
さ
ら
に
わ

が
子
を
唆
し
た
提
婆
の
せ
い
に
し
、
そ
し
て
遂
に
は
、
提
婆
と
眷
属

で
あ
る
と
い
う
、
提
婆
と
因
縁
の
深
い
お
釈
迦
様
の
責
任
に
ま
で
持

っ
て
い
く
。
自
分
を
救
う
教
え
を
説
く
者
を
、
自
分
の
責
任
転
嫁
の

対
象
と
し
て
指
弾
す
る
の
で
す
。 

 

人
は
一
番
責
め
て
は
い
け
な
い
人
を
責
め
る
の
で
す
。
そ
れ
が
自

己
の
奥
底
の
心
を
知
ら
な
い
愚
か
さ
で
す
。
今
韋
提
希
は
お
釈
迦
様

を
責
め
る
。
な
ん
と
い
う
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
こ
れ
は
、
言
わ
れ
て
み
れ
ば
わ
が
心
の
ど
こ
か
に
思
い
当

た
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
番
責
め
て
は
い
け
な
い
人
を
責
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
心
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
る
経
験
を
し
て
き
た
よ
う

に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
悪
業
が
、
人
生
を
真
に
切
り
開
く
た
め

の
、自
己
と
は
何
か
を
知
っ
て
い
く
歩
み
の
出
発
点
だ
と
言
わ
れ
る
。

な
ん
と
も
深
い
世
界
、
そ
し
て
な
ん
と
も
申
し
訳
な
い
こ
と
だ
と
思

わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

厭
苦
縁
は
仏
と
人
間
と
の
出
遇
い
の
場
で
あ
り
、
大
き
な
岩
山
の

よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。
じ
つ
に
多
く
の
問
題
が
、
深
く
て
厳
粛
な

問
題
が
大
山
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
数
回
に
渡
っ
て
な
ん
と

か
読
ん
で
き
ま
し
た
。
お
付
き
合
い
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
こ
れ
で
厭
苦
縁
を
終
り
、
次
回
か
ら
は
、
仏
と
人
間
と
の
出

遇
い
の
後
半
、韋
提
希
の
出
発
が
説
か
れ
ま
す
。今
回
は
こ
の
辺
で
。 

  

 


