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一
、
様
々
な
「
仏
」

　
仏
教
と
い
え
ば
、
仏
の
説
い
た
教
え
、
仏
を
目
指
す
教
え
、
あ
る
い
は
、
仏
に
対

す
る
信
仰
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
）
1
（

う
。
し
か
し
、
こ
の
三
つ
の
言
い
換

え
の
中
だ
け
で
も
、「
仏
（
ほ
と
け
）」
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
既
に
微
妙
な
相
違

を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
仏
の
説
い
た
教
え
」
と
い
う
時
の
「
仏
」
は
、
仏

教
の
開
祖
で
あ
る
釈
尊
、
す
な
わ
ち
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
い
う
歴
史
上
の

人
物
を
表
し
て
お
り
、「
仏
を
目
指
す
教
え
」
と
い
う
時
の
「
仏
」
は
、
そ
の
釈
尊

と
同
じ
よ
う
に
、
真
理
を
悟
っ
た
理
想
的
な
存
在
、
つ
ま
り
、
修
行
者
が
目
標
と
す

る
理
想
の
境
地
を
さ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
仏
に
対
す
る
信
仰
」
と
い
う
場
合
に

は
、
阿
弥
陀
如
来
や
薬
師
如
来
、
あ
る
い
は
観
音
菩
薩
と
い
う
よ
う
に
、
人
々
が
手

を
合
わ
せ
て
祈
り
を
捧
げ
る
対
象
や
、
そ
の
姿
を
具
体
的
な
形
に
表
し
た
仏
像
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、「
仏
」
と
い
う
語
の
用
法
は
こ
れ
だ
け
に
は
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え

ば
、
私
た
ち
は
し
ば
し
ば
亡
く
な
ら
れ
た
人
の
こ
と
を
「
仏
さ
ま
」
と
呼
ん
で
い

る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
仏
」
と
い
う
語
が
「
死
者
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
は
る
か
以
前
に
亡
く
な
っ
た
先
祖
の
こ
と
を

「
仏
さ
ま
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、「
仏
」
と
い
う
語
は

目
の
前
の
死
者
の
み
な
ら
ず
、
直
接
会
っ
た
こ
と
の
な
い
「
先
祖
」
を
も
指
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
方
、
サ
ス
ペ
ン
ス
・
ド
ラ
マ
の
中
で
、
刑
事
の
口
か
ら

「
仏
は
ど
こ
だ
」
と
い
う
セ
リ
フ
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
仏
」

は
、
遺
体
（
死
体
）
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
は
大
変

に
優
し
い
人
や
、
思
い
や
り
の
深
い
人
の
こ
と
を
「
仏
の
よ
う
な
人
」
と
呼
ぶ
こ
と

が
あ
る
し
、「
生
き
仏
」
と
い
う
表
現
も
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
仏
」
と
い
う

言
葉
は
多
彩
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
言
え
、
い
ず
れ
も
「
仏
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
仏
」
と
い
う
語
に
込
め
ら
れ
て
い
る
共

通
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
解
き
明
か
す
た
め
に
は
、
現
在
の
日
本
の

仏
教
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
範
囲
内
と
い
う
限
定
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
イ
ン
ド
以

来
の
仏
教
史
の
中
で
、「
仏
」
と
い
う
語
が
担
っ
て
き
た
意
味
の
変
遷
を
概
観
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
時
に
、
現
在
、
日
本
語
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
「
仏
」
の
意
味
も
明
確
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
が
語
る
「
仏
」
と
は
何
か
。

そ
れ
が
、
本
稿
で
考
察
し
よ
う
と
す
る
課
題
で
あ
る
。

二
、
は
じ
ま
り
の
釈
尊

　「
仏
」
と
い
う
言
葉
は
「
仏
陀
（
ブ
ッ
ダ
）」
の
短
縮
形
で
あ
り
、
そ
れ
は
イ
ン
ド

のBuddha
（
ブ
ッ
ダ
）
と
い
う
語
を
音
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
のBuddha

と

い
う
語
が
、
中
国
に
お
い
て
当
初
は
「
浮
屠
」
や
「
浮
図
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、

「
フ
ト
」
ま
た
は
「
ブ
ト
」
と
発
音
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
れ
が
、
わ
が
国
で
転
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
五
号

じ
て
「
ホ
ト
」
に
な
り
、
さ
ら
に
接
尾
辞
の
「
ケ
」
が
つ
い
て
「
ホ
ト
ケ
」
と
な

り
、「
仏
」
の
字
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
と
一
説
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
接
尾

辞
の
「
ケ
」
の
由
来
に
つ
い
て
）
2
（
は
、「
浮
屠
家
（
ホ
ト
ケ
）」
か
ら
き
た
と
い
う
説
も

あ
る
が
、
定
か
で
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
仏
（
ほ
と
け
）」
と
い
う
言
葉
の

意
味
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
はBuddha

（
仏
陀
）
の
意
味
か
ら
考
え
る
こ
と
が

不
可
欠
で
あ
る
。

　
こ
のBuddha

と
い
う
語
は
、
元
来
「
目
覚
め
る
」
と
い
う
意
味
を
表
すbudh

（
ブ
ド
ゥ
）
と
い
う
動
詞
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
、「
目
覚
め
た
者
」
を
表
し
て
い

る
。
そ
れ
が
比
喩
的
に
、
真
理
に
目
覚
め
た
者
、
す
な
わ
ち
「
悟
り
を
開
い
た
者
」

と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
釈
尊
が
活
躍
し
た
二
千
五
百
年
前
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
こ
の
言
葉
は

ひ
と
り
釈
尊
の
み
を
示
す
固
有
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
当
時
の
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
様
々
な
形
で
修
行
を
行
い
、
自
ら
の
思
想
を

編
み
出
し
て
い
た
多
く
の
思
想
家
た
ち
を
表
す
言
葉
と
し
て
、
一
般
的
に
用
い
ら
れ

る
普
通
名
詞
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
真
理
に
目
覚
め
た
者
た
ち
は
、
そ
れ
が

自
称
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
他
称
で
あ
れ
、
誰
も
がBuddha

と
呼
ば
れ
る
存
在
だ
っ

た
。
こ
の
語
が
釈
尊
の
み
を
表
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
釈
尊
の
死
後
の
こ

と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
のBuddha

と
い
う
語
が
「
悟
り
を
開
い
た
者
」
を
意
味
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
仏
陀
の
「
仏
陀
」
た
る
ゆ
え
ん
は
「
悟
り
」
に
あ
る
と
言
っ
て
も
間

違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
悟
り
」
と
い
う
言
葉
も
な
か
な
か
厄
介
な
問
題

を
は
ら
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
今
日
の
わ
が
国
に
お
い
て
、
自
ら
「
悟
り
を
開
い
て

い
る
」
と
明
言
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
そ
の
よ
う
な
人
が

い
る
と
す
れ
ば
、
よ
ほ
ど
世
間
の
常
識
か
ら
は
ず
れ
た
人
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
新
興

宗
教
の
教
祖
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
伝
統
仏
教
の
頂
点
に
立
つ
よ
う
な
僧
侶
で
さ

え
も
、
通
常
は
「
自
分
は
ま
だ
ま
だ
悟
り
に
は
達
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
現
在
の
日
本
に
お
い
て
、「
悟
り
」
は
生
き
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
手

の
届
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
釈
尊
は
三
十
五
歳
で
悟
り
を
開
き
、「
仏
陀
」
に
な
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
仏
教
の
基
盤
が
築
か
れ
た
こ
と
は
歴
史
的
な
事
実
と
し
て
認
め

ら
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
釈
尊
に
従
っ
た
多
く
の
弟
子
た
ち
も
、
釈
尊
に
導
か

れ
て
悟
り
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
仏
典
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
現
在
の
私
た
ち
は
、
か
つ
て
の
仏
弟
子
た
ち
に
比
べ
て
も
は
る
か
に
愚
か
な
存

在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
変

わ
っ
た
の
は
人
間
の
資
質
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
悟
り
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
「
悟
り
」
を
本
質
と
す
る

「
仏
陀
」
の
性
質
に
も
、
大
き
な
変
化
を
及
ぼ
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
も
そ
も
、
仏
教
の
出
発
点
と
な
っ
た
釈
尊
の
「
悟
り
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
々

が
そ
の
生
存
に
お
い
て
様
々
な
苦
し
み
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
事
実
を
直
視
し
、
そ

の
苦
し
み
か
ら
い
か
に
し
て
逃
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
挑
戦
か
ら
始
ま
っ

た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
「
苦
し
み
」
と
は
、
単
な
る
肉
体
的
や
生
理
的
な
苦
し

み
で
は
な
く
、
精
神
的
な
苦
し
み
、
す
な
わ
ち
、
も
の
ご
と
が
「
思
い
通
り
に
な
ら

な
い
」
と
い
う
心
理
的
な
葛
藤
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
生
老
病
死
と
か
四
苦
八
苦
と

い
う
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
死
に
た
く
な
い
け
れ
ど
も
、
生
ま
れ
た
か

ら
に
は
死
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
か
、「
老
い
た
く
な
い
け
れ
ど
も
、
生

き
て
い
る
限
り
老
い
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
人
間
存
在
の
根
源
に

関
わ
る
葛
藤
か
ら
、
よ
り
一
般
的
に
は
、「
会
い
た
い
人
に
会
え
な
い
」
と
か
「
欲

し
い
も
の
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
世
俗
的
な
悩
み
ま
で
、
誰
も
が
日
常
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的
に
経
験
す
る
様
々
な
「
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
」
と
い
う
思
い
で
あ
り
、
そ
れ
を

い
か
に
し
て
克
服
す
る
か
と
い
う
問
題
が
、
釈
尊
が
目
指
し
た
「
悟
り
」
の
核
心
で

あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
問
題
を
克
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
誰
も
が

「
仏
陀
」
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
方
法
と
し
て
釈
尊
が
示
し
た
の
が
、
自
ら
の
中
に
あ
る
欲

望
や
煩
悩
を
徹
底
し
て
排
除
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
「
思
い
通
り
に
な
ら

な
い
」
と
い
う
思
い
は
、
何
が
し
か
の
欲
望
が
実
現
で
き
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
満

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
欲
望
そ
の
も
の
を
止
滅
す
れ
ば
、「
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
」

と
い
う
不
満
が
生
ず
る
こ
と
も
な
い
。
例
え
ば
、「
誰
そ
れ
に
会
い
た
い
」
と
か

「
何
々
を
欲
し
い
」
と
い
う
欲
望
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
意
識
を
周
囲
の
事
物
に
向
け

ず
、
自
己
の
内
面
の
み
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
発
生
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、「
死
に
た
く
な
い
」
と
か
「
老
い
た
く
な
い
」
と
い
う
願
望
は
自
ら
の

生
存
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
単
純
に
そ
れ
を
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
そ
こ
で
釈
尊
が
説
い
た
の
が
、「
諸
行
無
常
」
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
「
諸

法
無
我
」
の
教
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
（
諸
行
）
は
時
間
の
中
で

常
に
変
化
し
続
け
て
お
り
、
一
瞬
た
り
と
も
同
じ
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
で
き
な

い
（
無
常
）。
そ
れ
故
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
（
諸
法
）、
仮
に
い
ま
、
そ
れ
が
自

分
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
永
遠
に
自
分
の
も
の
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
（
無
我
）
と
い
う
教
え
で
あ
っ
た
。

　
人
間
の
肉
体
は
、
時
間
の
流
れ
の
中
で
常
に
新
陳
代
謝
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
一

瞬
た
り
と
も
同
じ
形
で
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
い
ま
の
自
分
の
肉
体

は
、
次
の
瞬
間
に
は
既
に
自
分
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
人
間
の

心
の
働
き
も
、
時
々
刻
々
変
化
す
る
周
囲
の
環
境
や
状
況
に
し
た
が
っ
て
変
化
し
続

け
て
お
り
、
昨
日
の
自
分
の
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
今
日
の
自
分
の
も
の
で
あ
る
と

は
限
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
い
ま
、
こ
の
瞬
間
に
自
ら
が
保
持
し
て
い
る
肉
体
と
心
に

執
着
す
る
こ
と
は
無
意
味
な
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
誰
も
が
死
の
運
命
か
ら
逃
れ

ら
れ
な
い
以
上
、
自
己
の
生
存
に
執
着
す
る
こ
と
も
む
な
し
い
抵
抗
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
釈
尊
は
、
自
己
の
生
存
に
関
わ
る
根
源
的
な
欲
望
さ
え
を

も
放
棄
す
る
こ
と
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
の
到
達
し
た
「
悟
り
」
と
は
、
人
間
が
抱
く
あ
ら
ゆ
る
欲
望

や
煩
悩
を
徹
底
的
に
断
ち
切
る
覚
悟
、
も
し
く
は
、
そ
の
よ
う
な
方
向
を
指
向
す
る

精
神
の
確
立
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
悟
り
」
の
境
地
を
、
仏
教
で
は

「
炎
が
吹
き
消
さ
れ
る
こ
と
」
を
表
す
「
涅
槃
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
）」
と
い
う
言
葉
で

表
現
し
た
。
す
な
わ
ち
、
苦
し
み
を
生
み
出
す
欲
望
や
煩
悩
の
「
炎
」
が
完
全
に
吹

き
消
さ
れ
た
状
態
こ
そ
が
、
釈
尊
の
目
指
す
「
悟
り
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
生
存
に
関
わ
る
す
べ
て
の
欲
望
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
生
存
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
の
説
く
「
悟
り
」
と
は
、
端
的
に
は

「
生
」
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
希
求
を
断
ち
切
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

三
、
遠
ざ
か
る
「
仏
」
の
境
地

　
さ
て
、
釈
尊
の
説
く
「
悟
り
」
が
「
生
」
へ
の
希
求
の
断
絶
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
「
死
」
へ
の
希
求
と
裏
腹
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
釈
尊
は
晩
年
の

告
白
の
中
で
、
初
め
て
「
悟
り
」
に
達
し
た
直
後
に
、「
死
」
へ
の
誘
惑
に
駆
ら
れ

た
こ
と
を
述
懐
し
て
い
）
3
（
る
。

　
し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、「
死
」
を
希
求
す
る
こ
と
さ
え
も
が
一
つ
の
欲
望
、
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願
望
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
欲
望
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
死
」
へ

の
希
求
さ
え
を
も
放
棄
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
死
」
へ

の
欲
望
を
抱
い
た
釈
尊
は
、「
悟
り
」
に
到
達
し
た
直
後
に
、
既
に
一
つ
の
欲
望
に

と
り
つ
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
釈
尊
は
そ
の
生
涯
に
わ
た
っ
て

し
ば
し
ば
自
ら
の
内
な
る
悪
魔
、
す
な
わ
ち
欲
望
と
の
対
話
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の

た
び
ご
と
に
、
彼
は
そ
う
し
た
悪
魔
の
誘
惑
を
排
除
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
し
か

し
、「
悟
り
」
を
開
い
た
釈
尊
で
さ
え
も
、
生
き
て
い
る
以
上
、
様
々
な
欲
望
の
生

起
を
完
全
に
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
例
は
、
釈
尊
と
同
時
代
に
生
き
た
ゴ
ー
デ
ィ
カ
と
い
う
修
行

者
の
記
録
に
も
表
れ
て
い
る
。
ゴ
ー
デ
ィ
カ
は
釈
尊
の
教
え
に
従
っ
て
「
悟
り
」
を

開
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、「
悟
り
」
の
境
地
を
見
失
っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら

く
、
何
が
し
か
の
欲
望
か
煩
悩
に
と
り
つ
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
改
め

て
修
行
に
専
心
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
再
び
「
悟
り
」
に
到
達
し
た
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
六
度
繰
り
返
し
、
七
度
目
の
「
悟
り
」
に
至
っ
た
後
に
、
ゴ
ー
デ
ィ
カ
は
二

度
と
「
悟
り
」
を
見
失
わ
な
い
た
め
に
自
ら
の
命
を
絶
っ
た
と
い
）
4
（
う
。
こ
こ
に
は
、

ひ
と
た
び
「
悟
り
」
を
開
い
て
「
仏
陀
」
の
境
地
に
達
し
た
者
で
さ
え
も
、
肉
体
を

伴
っ
て
生
存
し
て
い
る
限
り
、
欲
望
や
煩
悩
の
生
起
を
完
全
に
押
し
と
ど
め
、
そ
れ

と
の
戦
い
か
ら
完
全
に
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

煩
悩
の
こ
と
を
「
漏
れ
出
す
も
の
（
漏
）」
と
呼
ぶ
仏
教
の
表
現
は
、
そ
う
し
た
煩

悩
の
本
質
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
反
対
に
、
そ
う
し
た
煩
悩
を
完
全
に
止
滅
し
得
る
の
は
、
生
存
状
態
が
失
わ
れ
、

肉
体
的
な
「
死
」
が
訪
れ
る
時
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
釈
尊

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
弟
子
た
ち
で
あ
ろ
う
が
、
生
身
の
人
間
で
あ
る
以
上
、
避
け
ら

れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
、
肉
体
的
な
死
の
実
現
は
、「
悟

り
」
に
達
し
た
「
仏
陀
」
に
と
っ
て
極
め
て
重
大
な
意
味
を
も
つ
。
だ
か
ら
こ
そ
、

釈
尊
の
死
は
「
偉
大
に
し
て
完
全
な
る
涅
槃
（
大
般
涅
槃
）」
と
表
現
さ
れ
て
、
生

前
に
お
け
る
「
悟
り
」
の
境
地
、
す
な
わ
ち
通
常
の
「
涅
槃
」
と
は
区
別
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
釈
尊
の
死
後
、
人
々
の
釈
尊
に
対
す
る
捉
え
方
は
徐
々
に
変
化
し
て

い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
前
の
釈
尊
と
身
近
に
接
し
て
い
た
者
た
ち
は
、
釈
尊
が
一

人
の
人
間
と
し
て
泣
き
、
笑
い
、
時
に
は
苦
悩
す
る
姿
を
見
て
い
た
だ
ろ
う
。
た
と

え
「
悟
り
」
に
到
達
し
た
「
仏
陀
」
と
い
え
ど
も
、
一
瞬
た
り
と
も
欲
望
や
煩
悩
に

惑
わ
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
欲
望
が
「
漏
れ
出
す
も
の
」
で
あ
る

以
上
、
い
か
に
そ
れ
を
意
識
的
に
制
御
し
て
い
よ
う
と
も
、
完
全
に
そ
の
生
起
を
止

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
が
ど
れ
ほ
ど
偉
大
で
あ
ろ
う

と
も
、
彼
ら
は
釈
尊
を
自
分
と
同
じ
一
人
の
「
人
間
」
と
し
て
認
識
し
て
い
た
は
ず

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
釈
尊
の
死
後
、
あ
る
程
度
の
時
間
が
経
過
し
て
、
そ
の
姿
を
直
接
知
る

人
々
が
い
な
く
な
る
と
、
釈
尊
の
イ
メ
ー
ジ
は
神
格
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
彼
ら
が
釈

尊
の
教
え
に
従
っ
て
長
年
修
行
を
積
も
う
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
の
生
起
を
止
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
、
釈
尊
の
よ
う
に
大
勢
の
人
々
を
導
く
こ
と
も
で
き

な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
釈
尊
と
い
え
ど
も
生
前
に
は
無
意
識
の
中
で
欲
望
が
「
漏
れ

出
」
し
、
そ
の
た
び
ご
と
に
、
そ
う
し
た
欲
望
を
抑
え
込
む
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い

た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、「
人
間
」
と
し
て
の
釈
尊
を
知
ら
な
い
人
々
か
ら
す
れ

ば
、
釈
尊
が
そ
の
よ
う
な
努
力
を
重
ね
て
い
た
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ

れ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
、「
仏
陀
」
は
単
に
「
生
」
へ
の
希

求
を
断
ち
切
っ
た
者
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
生
」
へ
の
希
求
が
二
度
と
生
ず
る

こ
と
の
な
い
者
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
か
な
る
欲
望
や
煩
悩
も
二
度
と
生
起
す
る
こ
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現
代
日
本
に
お
け
る
「
仏
」
の
意
味
（
木
村
）

と
の
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
結
果
、
人
々
は
自
分
た
ち
が
ど
れ
ほ
ど
修
行
を
重
ね
て
も
、
釈
尊
と
同
じ

「
悟
り
」
の
境
地
、
す
な
わ
ち
、
釈
尊
が
到
達
し
た
「
仏
陀
」
の
境
地
に
は
到
達
し

得
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、「
仏
陀
」
と
な
り
う
る
の
は
釈
尊
の

み
で
あ
り
、
他
の
者
た
ち
は
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
劣
る
「
阿
羅
漢
（
ア
ル
ハ
ッ

ト
）」
の
境
地
に
達
す
る
の
が
限
界
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
、

「
仏
陀
」
は
一
つ
の
世
界
に
一
人
し
か
現
れ
な
い
と
い
う
思
想
も
登
場
し
た
。
も
は

や
、「
仏
陀
」
の
境
地
は
誰
も
が
目
標
と
し
て
仰
ぎ
な
が
ら
も
、
釈
尊
以
外
の
い
か

な
る
者
も
到
達
し
得
な
い
「
見
果
て
ぬ
夢
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
救
い
を
与
え
る
「
仏
」

　
そ
れ
に
し
て
も
、
釈
尊
だ
け
が
「
仏
陀
」
の
境
地
に
到
達
し
、
他
の
者
た
ち
は
ど

れ
ほ
ど
修
行
を
積
ん
で
も
「
阿
羅
漢
」
ま
で
し
か
達
し
得
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

そ
の
根
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
が
、
古
代
イ
ン
ド
が
生
み
出
し
た
輪
廻
思
想
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
も
こ
の
世
に
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
と
し
て
生
ま

れ
る
以
前
に
、
他
の
様
々
な
形
で
の
生
存
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
た
ゆ
ま

ぬ
修
行
を
重
ね
て
い
た
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
釈
尊
の
死
か
ら
二
、
三
百
年
く
ら

い
た
っ
た
頃
か
ら
、
そ
う
し
た
釈
尊
の
前
世
を
物
語
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
本
生
譚
）
と

い
う
文
学
作
品
が
編
纂
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
の
主
人
公
は
必
ず
し
も
人

間
と
し
て
で
は
な
く
、
時
に
は
猿
や
象
、
兎
な
ど
の
動
物
と
し
て
登
場
す
る
。

　
そ
う
し
た
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
中
で
、
わ
が
国
で
最
も
有
名
な
物
語
の
一
つ
が
、
法
隆

寺
の
玉
虫
厨
子
に
描
か
れ
て
い
る
「
捨
身
飼
虎
」
の
話
で
あ
ろ
）
5
（
う
。
釈
尊
の
前
世
の

姿
で
あ
る
薩
埵
王
子
が
崖
の
上
で
修
行
し
て
い
る
と
、
崖
の
下
に
餓
死
寸
前
の
虎
の

親
子
が
い
た
。
そ
こ
で
、
薩
埵
王
子
は
崖
か
ら
身
を
投
げ
出
し
、
虎
の
親
子
の
餌
食

と
な
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
王
子
は
虎
の
親
子
を
餓
死
か
ら
救
っ
た
と
い
う
話

で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
玉
虫
厨
子
に
描
か
れ
て
い
る
「
雪
山
童
子
」
の
話
も
よ
く

知
ら
れ
た
も
の
で
あ
）
6
（

る
。
雪
山
で
修
行
し
て
い
た
童
子
の
前
に
、
諸
行
無
常
の
教
え

を
語
る
羅
刹
が
現
れ
た
。
そ
の
教
え
の
続
き
を
聞
き
た
い
と
願
う
童
子
に
対
し
て
、

羅
刹
は
童
子
自
身
が
自
ら
へ
の
生
け
贄
と
な
る
こ
と
を
求
め
た
。
童
子
が
そ
の
求
め

に
同
意
し
、
羅
刹
が
教
え
の
続
き
を
語
る
と
、
童
子
は
約
束
ど
お
り
に
生
け
贄
と
な

る
た
め
に
木
の
上
か
ら
身
を
投
げ
た
。
そ
の
時
、
羅
刹
は
本
来
の
帝
釈
天
の
姿
に
戻

り
、
童
子
を
抱
き
と
め
て
彼
の
求
道
の
心
を
称
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
登
場
す
る
主
人
公
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
「
悟
り
を
求
め

る
生
き
物
」
と
い
う
意
味
で
、「
ボ
ー
デ
ィ
・
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
（
菩
提
薩
埵
）」、
す
な

わ
ち
「
菩
薩
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
が
自
ら
の
身
命
を
も
投
げ
打
っ
て
、

一
途
な
行
い
に
専
心
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
時
に
は
真
理
を
求
め
る
こ
と
で
あ

り
、
時
に
は
他
者
を
救
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
改
め
て
振
り
返
れ
ば
、
釈
尊
の
説
く
「
悟
り
」
と
は
「
生
」
へ

の
希
求
の
放
棄
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
雪
山
童
子
」
の
話
で

は
、「
生
」
へ
の
希
求
の
放
棄
が
「
悟
り
」
を
得
る
た
め
の
条
件
と
さ
れ
て
お
り
、

「
捨
身
飼
虎
」
の
話
で
は
、
自
己
の
犠
牲
を
顧
み
ず
に
他
者
を
救
う
行
い
が
、「
悟

り
」
を
得
る
た
め
の
さ
ら
な
る
条
件
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、「
生
」
に
対

す
る
欲
望
や
煩
悩
の
止
滅
は
、
も
は
や
「
悟
り
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
悟
り
」

に
達
す
る
た
め
の
通
過
点
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
釈
尊
の
死
か
ら
時
間
が
た
つ

に
つ
れ
て
、「
悟
り
」
は
既
に
「
生
」
に
対
す
る
欲
望
や
煩
悩
の
止
滅
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
欲
望
や
煩
悩
が
二
度
と
生
じ
な
い
境
地
へ
と
高
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
お
け
る
「
悟
り
」
は
、
さ
ら
に
別
の
と
こ
ろ
に
目
標
が
据
え
ら
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
西
暦
一
世
紀
頃
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
示
さ
れ
た
釈
尊
の
前
世
の
姿
を
模
範
と
し
て
、

自
ら
も
釈
尊
と
同
じ
よ
う
に
「
仏
陀
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
大
乗
仏
教
の
修
行
者

た
ち
が
現
れ
た
。
彼
ら
は
自
ら
の
こ
と
を
も
「
菩
薩
」
と
呼
び
、
そ
の
修
行
の
中
核

に
自
己
の
犠
牲
を
厭
う
こ
と
な
く
、
他
者
を
救
う
こ
と
を
第
一
に
目
指
す
行
為
を
据

え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
そ
の
最
も
理
想
的
な
例
が
浄
土
経
典
に
語
ら
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
誓
願
で
あ
る
。

二
世
紀
頃
ま
で
に
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る
『
阿
弥
陀
経
』
や
『
無
量
寿
経
』
に
よ

れ
ば
、
阿
弥
陀
如
来
は
ま
だ
法
蔵
菩
薩
と
し
て
修
行
に
明
け
暮
れ
て
い
た
頃
、
す
べ

て
の
者
を
救
う
ま
で
、
自
分
は
「
悟
り
」
を
得
て
「
仏
陀
」
に
は
な
ら
な
い
と
い
う

誓
願
を
立
て
た
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
い
う
「
悟
り
」
と
は
、
も
は
や

「
生
」
へ
の
希
求
の
放
棄
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
の
苦

し
み
の
止
滅
に
と
ど
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
苦
し
み
を
止
滅
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が

「
悟
り
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
実
現
し
得
る
者
が
「
仏
陀
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
、
阿
弥
陀
如
来
は
「
菩
薩
」
で
は
な
く
、
は
る
か
昔
に
「
悟
り
」
を
開
い

た
「
仏
陀
」
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
す
べ
て
の
者
は
既
に
阿
弥
陀
如
来
の
救

い
の
手
の
上
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
お
け
る
「
菩
薩
」
た

ち
は
、
未
だ
「
悟
り
」
を
得
て
い
な
い
者
が
「
悟
り
」
を
得
る
た
め
の
修
行
と
し
て

他
者
救
済
を
行
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
阿
弥
陀
如
来
は
既
に
「
悟
り
」
を
得
た
者

が
、
そ
の
「
悟
り
」
の
力
に
よ
っ
て
他
者
を
救
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
釈
尊
の
時

代
の
「
悟
り
」
は
「
生
」
へ
の
希
求
の
止
滅
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
ゴ
ー

ル
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
大
乗
仏
教
に
な
る
と
、「
悟
り
」
の
獲
得
は
一
つ
の
通

過
点
に
す
ぎ
ず
、「
悟
り
」
を
得
た
「
仏
陀
」
は
、
そ
れ
以
降
も
無
数
の
他
者
を
救

い
続
け
る
無
量
寿
の
存
在
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
成
立
し
た
当
時
、「
仏
陀
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
存
在
は

釈
尊
た
だ
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
浄
土
経
典
で
は
阿
弥
陀
如
来
と
い
う

別
の
「
仏
陀
」
が
出
現
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
阿
弥
陀
如
来
以
外
に

も
複
数
の
「
仏
陀
」
が
存
在
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
大
乗
仏
教
の
中
で
、「
仏

陀
」
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
が
再
び
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
う
し
た
複
数
の
「
仏
陀
」
た
ち
は
、
必
ず
別
々
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
、
一
つ
の
世
界
に
一
人
の
「
仏
陀
」
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
立
場
は
、

こ
の
当
時
の
大
乗
仏
教
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

五
、
真
理
と
し
て
の
「
仏
」

　
と
こ
ろ
で
、
釈
尊
の
死
後
間
も
な
い
頃
か
ら
、
仏
教
徒
た
ち
の
間
で
は
「
仏
陀
」

と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
も
う
一
つ
の
重
要
な
変
化
が
生
ま
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
釈
尊
は
弟
子
の
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
対
し
て
、
釈
尊
自
身
の
死
後
は
「
自
ら
を
た
よ

り
と
し
、
真
理
（
法
）
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
」
こ
と
を
説
い
）
7
（
た
。
ま
た
、
臨
終
の

場
で
も
、「
お
前
た
ち
の
た
め
に
私
が
説
い
た
教
え
と
私
の
制
し
た
戒
律
と
が
、
私

の
死
後
に
お
前
た
ち
の
師
と
な
る
」
と
語
っ
て
い
）
8
（
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る

よ
う
に
、
釈
尊
が
亡
く
な
っ
て
も
、
彼
の
説
い
た
真
理
が
滅
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
れ
ら
の
真
理
は
釈
尊
が
悟
っ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
が
自
ら
創
造
し

た
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
釈
尊
が
説
い
た
真
理
は
、
彼
が
悟
り
を
開
く
以

前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
釈
尊
以
前
に
も
そ
の
真

理
を
悟
っ
て
「
仏
陀
」
に
な
っ
た
者
が
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
釈
尊
以
後
に
も
「
仏
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現
代
日
本
に
お
け
る
「
仏
」
の
意
味
（
木
村
）

陀
」
と
な
る
者
は
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
釈
尊
の
死
後
早
い
時
期
か
ら
過
去
仏

の
存
在
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
に
は
未
来
仏
の
思
想
も
語
ら
れ
た
。
さ
ら
に

は
、
現
在
世
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
世
と
は
別
の
世
界
に
多
く
の
「
仏
陀
」
が
存
在

す
る
と
い
う
考
え
方
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
釈
尊
を
は
じ
め
と
す
る
「
仏
陀
」
た
ち
は
、
不
変
の
真
理
を
悟
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
仏
陀
」
と
な
り
得
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
真
理
こ
そ
が
「
仏
陀
」
の
本

質
で
あ
り
、
釈
尊
は
そ
の
真
理
が
肉
体
を
も
っ
て
現
れ
た
一
時
的
な
存
在
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
た
め
、「
仏
陀
」
と
い
う
言
葉
は
真
理
そ
の
も
の
を
も
指
し
示
す
よ
う
に

な
り
、
後
に
そ
れ
は
真
理
（
法
）
を
身
体
と
す
る
仏
と
い
う
意
味
で
「
法
身
仏
」
と

呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
方
、
釈
尊
な
ど
の
「
仏
陀
」
は
、
真
理
そ
の
も
の
が

教
え
を
説
く
相
手
に
応0

じ
て
肉
身
、
つ
ま
り
物
質
（
色0

）
か
ら
な
る
身
体
を
も
っ
て

現
れ
た
仏
と
い
う
意
味
で
「
応
身
仏
」（
ま
た
は
「
色
身
仏
」）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
阿
弥
陀
如
来
な
ど
は
、
自
ら
の
修
行
の
果
報
（
報0

い
）
を
他
者
救
済
な
ど
様
々
な
形
で
享
受
す
る
身
体
を
も
つ
仏
と
い
う
意
味
で
「
報

身
仏
」
と
称
さ
れ
）
9
（
た
。
こ
こ
に
、「
仏
陀
」
と
い
う
言
葉
は
、
姿
か
た
ち
の
な
い
真

理
そ
の
も
の
を
表
す
法
身
仏
と
、
そ
れ
が
受
肉
し
た
応
身
仏
、
お
よ
び
、
修
行
の
果

報
を
享
受
す
る
報
身
仏
と
い
う
三
つ
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
）
10
（
る
。

　
で
は
、
法
身
仏
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
姿
か
た
ち
の
な
い
も

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
設
問
は
適
切
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
真

理
で
あ
れ
ば
全
世
界
に
遍
満
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
真
理
を
内
在
的
に
と
ら

え
る
か
、
そ
れ
と
も
外
在
的
に
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、
法
身
仏
の
理
論
は
二
つ
の

方
向
に
発
展
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
全
世
界
に
遍
満
す
る
真
理
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
内
在
し
て
い
る
と
と
ら
え

た
場
合
、
す
べ
て
の
者
は
自
ら
の
中
に
真
理
と
し
て
の
「
仏
陀
」
を
宿
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
や
が
て
、
あ
ら
ゆ
る
者
が
「
仏
陀
（
こ
こ
で

は
如
来
と
表
現
さ
れ
る
）
を
宿
す
母
胎
（
ガ
ル
バ
、
蔵
）」
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
、「
如
来
蔵
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
母
胎
を
表
す
「
ガ
ル

バ
」
と
い
う
語
は
、
同
時
に
母
胎
の
中
の
胎
児
と
い
う
意
味
を
も
表
す
。
そ
れ
故
、

如
来
蔵
思
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
自
ら
の
中
に
仏
陀
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い

る
と
い
う
よ
う
に
も
理
解
さ
れ
た
。
同
時
に
、
こ
の
「
如
来
蔵
」
は
「
仏
性
」
と
い

う
言
葉
で
も
表
さ
れ
、
わ
が
国
で
は
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
表
現
が
好
ま
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
こ
の
如
来
蔵
と
か
仏
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
形
あ
る
「
何
か
」
で
は
な
い
。
し

か
し
、
母
胎
の
中
の
胎
児
の
よ
う
に
、
あ
る
者
の
中
に
仏
性
が
宿
っ
て
い
る
と
表
現

さ
れ
る
と
、
仏
性
は
そ
の
者
の
心
と
同
一
視
さ
れ
る
傾
向
が
生
じ
た
。
さ
ら
に
、
心

が
仏
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
煩
悩
と
も
無
縁
の
清
ら
か
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
自
性
清
浄
心
と
呼
ぶ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
多
く
の

者
の
心
に
苦
し
み
が
生
じ
る
の
は
、
外
部
か
ら
や
っ
て
き
た
煩
悩
、
す
な
わ
ち
客
塵

煩
悩
が
心
を
汚
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
修
行
に
よ
っ
て
客
塵
煩
悩
を
取

り
除
き
、
心
の
清
ら
か
さ
を
回
復
す
れ
ば
、
誰
も
が
「
仏
陀
」
と
な
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、『
涅
槃
経
』
に
あ
る
「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
（
一
切

の
衆
生
に
悉
く
仏
性
有
り
）」
と
い
う
一
節
を
通
し
て
わ
が
国
で
広
く
親
し
ま
れ
、

天
台
教
学
に
よ
る
体
系
化
を
経
て
日
本
仏
教
に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
）
11
（
た
。
そ
の

結
果
、
誰
も
が
「
仏
陀
」
に
な
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
広
ま

り
、
わ
が
国
に
お
い
て
、「
仏
陀
」
と
い
う
概
念
は
極
め
て
身
近
な
も
の
に
引
き
寄

せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
全
世
界
に
遍
満
す
る
真
理
を
外
在
的
に
と
ら
え
た
場
合
、
世
界
そ
の
も
の

が
「
仏
陀
」
と
一
体
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
そ
の
も
の
が
法
身
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仏
の
現
れ
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
い
う
真
理
と
は
、
仏
教

の
教
義
の
根
幹
を
な
す
縁
起
の
理
法
で
あ
る
。
縁
起
と
は
「
縁
り
て
起
こ
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
因
果
関
係
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
無
限
の
因

果
関
係
に
よ
っ
て
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
れ
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
な
し
て
い
る
。

し
か
も
、
そ
の
中
で
は
無
数
の
変
化
が
絶
え
ず
発
生
し
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
さ

ら
な
る
変
化
が
時
々
刻
々
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
世
界
は
ま
さ
に
「
諸
行
無
常
」

の
真
理
の
現
れ
で
あ
り
、
そ
の
様
子
は
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
「
仏
身
は
法
界
に
充

満
し
、
普
く
一
切
群
生
の
前
に
現
）
12
（
ず
」
と
い
う
一
節
が
表
し
て
い
る
と
お
り
と
な

る
。
道
元
は
そ
れ
を
「
峰
の
色
　
谷
の
響
き
も
　
皆
な
が
ら
　
わ
が
釈
迦
牟
尼
の
　

声
と
姿
と
」
と
い
う
和
歌
に
詠
っ
た
。
こ
の
世
の
す
べ
て
が
法
身
と
し
て
の
「
仏

陀
」
の
声
と
姿
の
現
れ
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
法
身
仏
の
典
型
的
な
例
が
、
密
教
に
お
け
る
大
日
如
来
で
あ
ろ
）
13
（
う
。

た
だ
し
、
大
日
如
来
は
真
理
そ
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
特
定
の
姿
を
有
す
る
者
で
は

な
い
。
全
世
界
そ
の
も
の
が
大
日
如
来
の
姿
で
あ
り
、
世
界
の
中
に
存
在
す
る
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
大
日
如
来
の
身
体
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
大
日
如
来
が
全
世
界
そ
の

も
の
で
あ
る
以
上
、
先
に
示
し
た
『
華
厳
経
』
の
一
節
や
道
元
の
和
歌
が
表
し
て
い

る
よ
う
に
、
真
理
を
語
り
示
す
の
も
大
日
如
来
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
世
界
の

中
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
救
う
働
き
を
し
得
る
の
も
大
日
如
来
の
ほ
か
に
な
い
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
、
大
日
如
来
は
法
身
仏
で
あ
る
と
と
も
に
応
身
仏
で
あ
り
、
同
時
に

報
身
仏
と
し
て
も
働
い
て
い
る
こ
と
に
な
）
14
（
る
。

　
密
教
に
お
い
て
は
、
修
行
者
が
自
ら
の
身
体
（
身
）
と
言
葉
（
口
）
と
心
（
意
）

の
働
き
を
通
し
て
こ
の
大
日
如
来
と
合
一
す
る
こ
と
を
「
悟
り
」
と
み
な
し
、
そ
れ

を
「
即
身
成
仏
」
と
呼
ん
だ
。「
入
我
我
入
」
と
も
表
現
さ
れ
る
こ
の
体
験
の
中

で
、
修
行
者
は
自
ら
の
中
に
仏
陀
を
取
り
込
み
、
仏
陀
の
中
に
自
ら
が
取
り
込
ま
れ

る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
修
行
者
は
大
日
如
来
と
い
う
究
極
の
「
仏

陀
」
と
一
体
化
し
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
す
べ
て
を
含
む
全
世
界
と
一
体
と
な

る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
者
自
身
が
「
仏
陀
」
と
な
り
、
世
界
の
す
べ
て
を
知
り
尽
く

し
、
世
界
の
す
べ
て
を
自
在
に
操
る
能
力
を
身
に
付
け
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　
一
方
、
先
に
示
し
た
一
首
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
道
元
も
世
界
そ
の
も
の
を
法

身
仏
の
現
れ
と
み
な
し
、
そ
れ
を
坐
禅
の
中
で
体
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

道
元
は
そ
の
体
得
す
べ
き
対
象
を
「
仏
の
お
ん
い
の
ち
」
と
表
現
し
、
大
日
如
来
と

は
呼
ん
で
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
禅
に
お
け
る
「
悟
り
」
が
密
教
の
即
身
成
仏
と
同

じ
構
造
を
も
つ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
確
か
に
、
禅
の
修
行
と
い
え
ば
坐
禅
で
あ

り
、
密
教
の
よ
う
に
曼
荼
羅
を
用
い
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
護
摩
を
焚
い
た
り
、
手

指
に
よ
っ
て
印
契
を
結
ぶ
こ
と
も
な
い
。
密
教
の
修
行
を
「
動
」
と
す
れ
ば
、
禅
宗

の
そ
れ
は
「
静
」
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
両
者
は
仏
教
の
中
で
も
対
極
に
位
置
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
日
常
的
な
法
要
に
は
密

教
的
な
要
素
が
数
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
中
に
は
密
教
的
な
祈
祷
を
行
う
禅

宗
寺
院
も
存
在
す
る
。
こ
れ
は
単
な
る
形
式
上
の
模
倣
と
か
、
民
衆
の
要
請
に
応
え

る
た
め
の
方
便
で
は
な
く
、
両
者
の
思
想
構
造
が
近
似
し
て
い
る
こ
と
の
必
然
的
な

帰
結
だ
っ
）
15
（
た
。
つ
ま
り
、
禅
に
お
い
て
も
、「
悟
り
」
を
得
た
者
は
自
ら
「
仏
陀
」

に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

六
、「
仏
教
」
の
中
の
「
仏
」

　
こ
れ
ま
で
本
稿
で
は
大
ま
か
な
形
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
釈
尊
か
ら
禅
に
至
る
ま

で
、
仏
教
の
様
々
な
局
面
で
語
ら
れ
た
「
仏
陀
」
と
い
う
語
の
変
遷
を
た
ど
っ
て
き
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現
代
日
本
に
お
け
る
「
仏
」
の
意
味
（
木
村
）

た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
だ
け
で
仏
教
思
想
の
変
遷
を
網
羅
で
き
る
は
ず
は
な
い
。
こ

こ
で
は
、
あ
く
ま
で
現
代
の
日
本
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
仏
」
と
い
う
言
葉

を
読
み
解
く
た
め
に
、
必
要
な
範
囲
で
の
考
察
を
行
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
内
容

を
、
今
日
の
私
た
ち
の
用
法
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
は
、「
仏
教
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
、
本
稿
の
冒
頭
で
示
し
た
三
つ
の

解
釈
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。
第
一
に
、「
仏
の
説
い
た
教
え
」
と
い
う
時
の
「
仏
」

が
歴
史
上
の
存
在
で
あ
る
釈
尊
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
彼
が
「
悟
り
」
を
開
き
、
そ
の
教
え
を
説
き
示
し
た
こ
と
か
ら
仏
教
が
始

ま
っ
た
こ
と
に
異
論
を
唱
え
る
人
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
悟
り
」
の
内
容
に

関
し
て
誰
も
が
明
確
に
把
握
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
程
度
仏
教
の
知
識
を

も
つ
人
は
、
そ
の
内
容
を
、
例
え
ば
諸
行
無
常
で
あ
る
と
か
、
縁
起
と
い
う
言
葉
で

表
す
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
欲
望
や
煩
悩
の
止
滅
こ
そ
が
彼
の
目
指
し
た
境
地
だ
と

理
解
し
て
い
る
人
も
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
生
」
へ
の
希
求
の
断
絶
を

意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
了
解
さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
仏
教
を
と
ら
え
た
場
合
、
我
々
の
日
常
生
活
に
と
っ

て
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
有
益
な
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
生
」
に
積
極
的
な
価
値
を
認
め
よ
う
と
す
る
現
在
の
価
値

観
と
、
釈
尊
自
身
の
「
悟
り
」
は
完
全
に
は
一
致
し
得
な
い
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。

　
次
に
、「
仏
を
目
指
す
教
え
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
目
標
と
さ
れ
る
「
仏
」
の
境

地
、
す
な
わ
ち
「
悟
り
」
の
境
地
に
つ
い
て
は
、
一
般
の
人
々
の
間
で
、
や
は
り
明

確
な
合
意
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
あ
え
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
も
「
生
」
に
対
す

る
欲
望
の
完
全
な
止
滅
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。
そ
の
上

で
、
目
標
と
さ
れ
る
べ
き
境
地
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
が
他
者
に
投
影
さ
れ
る

場
合
と
、
自
ら
の
中
に
求
め
ら
れ
る
場
合
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。

　
ま
ず
、
他
者
の
中
に
「
仏
」
の
境
地
が
求
め
ら
れ
る
場
合
の
解
釈
は
、「
生
き

仏
」
と
か
「
仏
の
よ
う
な
人
」
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
、
あ
る
程
度
推
測
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
『
広
辞
苑
』
の
中
で
、「
生
き
仏
」
と
い
う
言
葉
は
「
徳

の
高
い
人
」
と
解
説
さ
れ
て
お
り
、「
徳
」
は
「
道
を
さ
と
っ
た
立
派
な
行
為
。
善

い
行
い
を
す
る
性
格
。
身
に
つ
い
た
品
性
」、
も
し
く
は
「
人
を
感
化
す
る
人
格
の

力
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
仏
の
顔
も
三
度
」
と
い
う
慣
用
句
の
中
の

「
仏
」
を
、『
広
辞
苑
』
は
「
温
和
で
慈
悲
ぶ
か
い
人
」
と
説
明
し
て
い
）
16
（

る
。「
仏
の

よ
う
な
人
」
と
い
う
時
の
「
仏
」
を
別
の
表
現
で
表
せ
ば
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う

に
、
大
変
に
優
し
い
人
や
思
い
や
り
の
深
い
人
、
あ
る
い
は
私
利
私
欲
か
ら
離
れ
、

他
者
の
た
め
に
尽
く
す
人
、
そ
し
て
穏
や
か
な
心
の
持
ち
主
と
い
う
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
真
理
を
体
得
し
て
い
る
こ
と
よ
り
も
、
私
利

私
欲
や
利
己
心
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
自
分
の
こ
と
を
後
回
し
に
し

て
も
他
者
の
た
め
に
尽
く
す
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
場
合
に
は
修
行
の
果
報
と
し
て
得
ら
れ
る
完
全
な
人
格
、
も
し
く
は
他
者

を
救
う
力
の
持
ち
主
と
い
う
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
報
身
仏
の
要
素
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、「
仏
」
の
境
地
を
自
ら
の
中
に
求
め
た
時
、
自
分
が
「
既
に
悟

り
に
達
し
て
い
る
」
と
言
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
む
し
ろ
、
大
半
の
人
々
は
、

「
悟
り
の
足
元
に
も
及
ば
な
い
」
と
言
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
多
く
の
人
々

が
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
仏
」
を
、「
悟
り
」
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
全
世
界
の
す
べ

て
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
者
、
も
し
く
は
、
二
度
と
欲
望
や
煩
悩
に
惑
う
こ
と
が
な

い
者
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
て
い
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
ず
、
全
世
界
の
す
べ
て
を
知
り
尽
く
す
と
い
う
発
想
は
、
既
に
法
身
仏
の
と
こ

ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
密
教
の
行
者
が
大
日
如
来
と
合
一
し
、
即
身
成
仏
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
い
う
思
想
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
即
身
成
仏

は
、
平
安
時
代
の
初
期
に
密
教
を
伝
え
た
空
海
を
は
じ
め
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
頃
ま

で
の
思
想
家
に
は
十
分
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
こ
の
時
代
の
学

問
は
、
大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
教
的
世
界
観
に
も
と
づ
い
て
構
築
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
故
に
、
仏
教
こ
そ
が
全
世
界
の
構
造
を
解
き
明
か
し
得
る
唯
一
の
思
想
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
仏
教
諸
流
派
の
中
で
も
、
世
界
の
構
造
を
最
も

体
系
的
に
解
き
明
か
し
た
も
の
の
一
つ
が
密
教
で
あ
り
、
そ
の
密
教
の
行
者
が
、
全

世
界
と
同
一
視
さ
れ
る
べ
き
大
日
如
来
と
自
己
と
の
合
一
を
実
現
し
得
る
と
主
張
し

た
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
大
日
如
来
と
の
合
一
か
ら
な
る
「
悟
り
」
を
得

る
こ
と
で
、
全
世
界
の
す
べ
て
を
知
り
尽
く
す
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
発
想
は
合
理

的
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
自
然
科
学
の
発
達
し
た
現
代
に
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
理
論
が
一
般
に

認
め
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。
科
学
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
で
最
先
端
の
研
究
を

行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
々
新
た
な
発
見
が
も
た
ら
さ
れ
る
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
成

果
の
す
べ
て
を
一
人
で
知
り
尽
く
せ
る
人
が
い
る
は
ず
も
な
い
。
ま
た
、
過
去
と
現

在
は
お
ろ
か
、
未
来
を
予
知
し
得
る
能
力
を
も
つ
者
が
い
な
い
こ
と
は
、
誰
も
が
常

識
的
に
理
解
し
て
い
る
。
中
世
の
時
代
ま
で
、
自
然
科
学
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ

る
学
問
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
宗
教
的
な
世
界
観
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
て
い

た
。
し
か
し
、
現
代
の
世
界
に
お
い
て
、
学
問
の
諸
領
域
は
完
全
に
宗
教
か
ら
離

れ
、
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
い
か
に
即
身
成
仏
を
果
た
そ
う
と
も
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
「
宗
教
」
と
い
う
領
域
の
事
柄
で
あ
り
、
科
学
的
な
成
果
を
も
含
め
て
、

全
世
界
の
す
べ
て
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
事
態
は
生
じ
得
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
全
世
界
の
す
べ
て
を
知
り
尽
く
す
と
い
う
伝
統
的
な
観

念
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
分
は
「
悟
り
」
を
開
い
た
と
断
言
し
得
る
人
が
存
在
し
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
一
方
、「
悟
り
」
を
開
い
た
者
は
二
度
と
欲
望
や
煩
悩
に
惑
わ
な
い
と
い
う
発
想

に
は
、
後
に
法
身
仏
、
報
身
仏
、
応
身
仏
と
い
う
概
念
を
生
み
出
し
た
釈
尊
の
神
格

化
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
仏
陀
」
と
は
い
か
な
る

欲
望
や
煩
悩
も
生
起
し
な
い
者
で
あ
り
、
そ
の
境
地
に
達
し
得
る
者
は
釈
尊
の
み
で

あ
る
と
い
う
、
西
暦
紀
元
前
に
成
立
し
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
よ
う
な
壮
大
な
輪
廻
の
体
系

は
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
ド
の
輪
廻
思
想
が
生
と
死
の
無

限
の
繰
り
返
し
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
輪
廻

の
一
般
的
な
理
解
は
、
せ
い
ぜ
い
二
回
か
三
回
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
想
定
す
る
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
生
死
の
無
限
の
繰
り
返
し
の
中
で
、
絶
え
ず
修
行
を
続

け
る
と
い
う
釈
尊
の
前
世
譚
は
、
人
々
に
と
っ
て
現
実
的
な
模
範
と
し
て
の
意
味
を

持
ち
得
な
い
。
む
し
ろ
、
人
々
に
と
っ
て
の
身
近
な
感
覚
は
、
こ
の
世
の
「
生
」
が

終
わ
る
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
や
煩
悩
は
止
滅
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
ろ
う
。
そ
う

だ
と
す
る
と
、
欲
望
や
煩
悩
の
止
滅
を
本
質
と
す
る
「
悟
り
」
の
境
地
は
、
や
が
て

訪
れ
る
死
に
よ
っ
て
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
生
者
が
「
悟
り
」
に
到
達
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

考
え
方
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
死
者
を
「
仏
」
と
呼
ぶ
習
慣
に
連
な
っ
て
い
る
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
三
つ
目
の
「
仏
に
対
す
る
信
仰
」
と
い
う
際
の
「
仏
」
は
、
明
ら
か
に
報

身
仏
や
応
身
仏
の
考
え
方
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
阿
弥
陀
如
来
や
薬
師
如
来

が
そ
れ
ら
に
相
当
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
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は
、
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
「
仏
」
の
中
に
は
、「
仏
陀
」
で
は
な
い
菩
薩
や

明
王
、
天
部
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
仏

陀
」
以
外
の
者
た
ち
の
中
で
も
、
特
に
観
音
菩
薩
、
な
ら
び
に
梵
天
と
帝
釈
天
は
奈

良
時
代
頃
か
ら
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
。
た
だ
し
、
梵
天
と
帝
釈
天
は
脇
侍
と

し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
観
音
菩
薩
は
し
ば
し
ば
本
尊

と
し
て
祀
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
安
時
代
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
日
本
霊
異
記
』

に
は
民
衆
た
ち
が
自
ら
の
現
世
利
益
の
祈
り
を
観
音
菩
薩
に
捧
げ
て
い
る
様
子
が
数

多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
当
時
か
ら
観
音
菩
薩
は
人
々
を
救
う
存
在
と

し
て
、「
仏
陀
」
た
ち
を
も
し
の
ぐ
人
気
を
誇
っ
て
い
た
の
で
あ
）
17
（

る
。
た
だ
し
、
こ

の
『
日
本
霊
異
記
』
の
中
で
、「﹇
観
音
は
﹈
正
覚
を
成
す
と
雖
も
、
有
情
を
饒
益
せ

む
が
故
に
、
因
位
に
居
り
。
乞
食
す
と
は
、
普
門
の
三
十
三
身
を
示
す
な
り
（
観
音

は
既
に
悟
り
を
開
い
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
を
利
益
す
る
た
め
、
修
行
中
の

姿
を
と
っ
て
い
る
。
乞
食
の
姿
も
、『
普
門
品
』
に
説
く
三
十
三
身
の
現
れ
で
あ

る
）」
と
記
さ
れ
て
い
）
18
（
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
観
音
は
既
に
「
悟

り
」
を
開
い
た
「
仏
陀
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
を
救
う
た
め
に
あ
え
て

菩
薩
の
姿
で
現
れ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
観
音
菩

薩
は
救
う
べ
き
相
手
に
応
じ
て
三
十
三
身
に
そ
の
姿
を
変
え
る
と
い
う
信
仰
が
、
既

に
平
安
時
代
初
期
に
は
確
立
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
観
音
菩
薩
は
「
仏

陀
」
が
人
々
を
救
う
た
め
に
姿
を
変
え
て
現
れ
た
応
身
仏
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
）
19
（
う
。

　
さ
ら
に
、
平
安
時
代
初
期
に
は
空
海
が
密
教
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
密
教
の
思
想

に
よ
れ
ば
、
世
界
の
す
べ
て
は
法
身
仏
た
る
大
日
如
来
の
現
れ
た
姿
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
大
日
如
来
を
除
く
す
べ
て
の
如
来
と
菩
薩
、
明
王
、
天
部
と
い
う
「
仏
」

た
ち
は
、
大
日
如
来
が
あ
ら
ゆ
る
者
た
ち
を
救
う
た
め
に
、
そ
の
相
手
に
応
じ
て
姿

を
変
え
て
現
れ
た
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
者
た
ち
が
一

様
に
「
仏
」
と
呼
ば
れ
る
背
景
に
は
、
平
安
時
代
初
期
以
来
の
密
教
の
伝
統
が
、
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
平
安
時
代
中
頃
に
成
立
し
た
本
地
垂
迹
説
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
。
従

来
、
こ
の
思
想
は
、
天
竺
に
発
し
た
仏
が
、
わ
が
国
の
人
々
を
救
う
た
め
に
神
の
姿

で
仮
現
し
た
と
い
う
考
え
方
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
近
年
、
仏
の
仮
現

し
た
姿
は
神
々
の
み
な
ら
ず
、
人
々
を
救
う
た
め
に
彼
ら
の
前
に
現
れ
た
「
仏
」
た

ち
や
、
そ
の
姿
を
写
し
た
仏
像
や
仏
画
、
さ
ら
に
は
聖
人
や
高
僧
を
も
含
む
と
い
う

解
釈
を
佐
藤
弘
夫
氏
が
示
し
て
い
）
20
（

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
に
姿
を
現
し
、
人
々
の
崇

拝
を
集
め
る
す
べ
て
の
も
の
た
ち
が
、「
仏
陀
」
の
仮
現
し
た
姿
と
み
な
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
本
地
と
な
る
「
仏
陀
」
は
法
身
仏
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
応
身

仏
や
報
身
仏
の
こ
と
も
あ
り
得
る
。
一
方
、
こ
の
世
に
仮
現
し
た
も
の
た
ち
は
、
い

ず
れ
も
応
身
仏
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
例

え
ば
「
熊
野
の
観
音
」
と
か
「
清
水
の
観
音
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
観
音
菩
薩
で

あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
別
々
の
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
理
由
を
合
理

的
に
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
考
え
方
を
拡
大
す
れ

ば
、「
生
き
仏
」
と
か
「
生
き
神
」
と
呼
ば
れ
る
存
在
、
さ
ら
に
は
「
仏
の
よ
う
な

人
」
と
か
「
神
の
よ
う
な
人
」
と
評
さ
れ
る
人
々
ま
で
を
も
、「
仏
陀
」
の
仮
現
し

た
姿
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
先
に
私
は
、「
生
き
仏
」
と
か
「
仏
の
よ
う

な
人
」
と
い
う
表
現
に
は
報
身
仏
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。
し

か
し
、
本
地
垂
迹
の
考
え
方
を
適
用
す
れ
ば
、
そ
こ
に
応
身
仏
の
思
想
を
読
み
取
る

こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
仏
」
と
い
う
言
葉
の
適
用
範
囲
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
。「
仏

教
」
と
い
う
際
の
「
仏
」
だ
け
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
こ
に
は
歴
史
上
の
釈
尊
を
は
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
五
号

じ
め
、
法
身
仏
、
報
身
仏
、
応
身
仏
な
ど
、
さ
ま
ざ
な
「
仏
陀
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
多

彩
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

七
、
葬
式
仏
教
の
中
の
「
仏
」

　
と
こ
ろ
で
、「
仏
」
と
い
う
語
の
検
討
を
行
う
た
め
に
は
、
先
に
別
稿
で
行
っ
た

神
と
仏
の
対
比
に
つ
い
て
の
考
察
を
思
い
起
こ
す
必
要
も
あ
る
だ
ろ
）
21
（
う
。
す
な
わ

ち
、
神
は
私
た
ち
に
特
別
な
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
仏
は
過
剰
な
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
鎮
め
る
存
在
だ
と
い
う
推
論
で
あ
る
。

　
仏
が
そ
う
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
を
鎮
め
る
存
在
だ
と
い
う
認
識
は
、
ま
ず
第
一

に
歴
史
上
の
釈
尊
の
イ
メ
ー
ジ
の
影
響
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
は
自
ら
の
中

に
あ
る
欲
望
を
鎮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
悟
り
を
開
い
た
。
言
い
方
を
換
え
れ
ば
、
欲

望
の
制
御
と
「
悟
り
」
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
悟
り
の
本
質
を

な
す
真
理
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
法
身
仏
が
、
欲
望
な
ど
と
無
縁
の
存
在
で
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
そ
の
真
理
そ
の
も
の
が
人
々
を
導
く
た
め
に
仮
現
し
た
応

身
仏
が
、
欲
望
な
ど
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
自
ら
の
修

行
に
よ
っ
て
悟
り
を
開
き
、
そ
の
果
報
を
享
受
し
て
い
る
報
身
仏
も
、
既
に
悟
り
を

開
い
た
者
で
あ
る
以
上
、
自
ら
の
中
に
あ
る
欲
望
な
ど
を
止
滅
さ
せ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、「
仏
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
根
幹
を
支
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の

「
仏
陀
」
の
観
念
が
、
い
ず
れ
も
欲
望
な
ど
の
過
剰
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
止
滅
を
前
提

と
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
仏
陀
」
た
ち
、
と
り
わ
け
報
身
仏
や
応
身
仏
は
、
大
乗
仏

教
に
お
い
て
自
ら
の
苦
し
み
と
と
も
に
他
者
の
苦
し
み
を
も
取
り
除
く
役
割
が
期
待

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
仏
陀
た
ち
は
そ
う
し
た
苦
し
み
の
原
因
で

あ
る
欲
望
や
煩
悩
な
ど
を
、
他
者
の
も
と
か
ら
も
取
り
除
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
仏
陀
た
ち
は
自
ら
の
欲
望
と
同
様
に
、
他
者
の
中
に

潜
む
過
剰
な
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
鎮
め
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
仏
陀
た
ち
が
鎮
め
る
べ
き
「
他
者
」
は
、
当
初

は
自
然
界
に
宿
る
神
々
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
そ
の
対
象
は
怨
み
を
抱
い
て
非

業
の
死
を
遂
げ
た
人
間
た
ち
、
す
な
わ
ち
怨
霊
と
呼
ば
れ
る
者
た
ち
に
も
広
げ
ら

れ
、
さ
ら
に
は
一
般
の
死
者
の
霊
魂
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
仏
陀
た
ち

は
自
然
界
の
神
々
と
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
も
つ
過
剰
な
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
鎮
め
る

存
在
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
人
々
の
崇
敬
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
仏
陀
た
ち
の
働
き
に
よ
っ
て
欲
望
や
煩
悩
が
鎮
め
ら
れ
た

時
、
神
々
や
人
間
は
欲
望
な
ど
を
止
滅
し
た
状
態
へ
と
導
か
れ
る
。
た
だ
し
、
大
半

の
人
間
は
、
自
ら
の
生
前
に
そ
の
欲
望
な
ど
の
完
全
な
止
滅
を
求
め
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
。
彼
ら
が
欲
望
な
ど
か
ら
離
れ
、
安
楽
の
境
地
を
望
む
の
は
死
後
の
運
命
に

関
し
て
で
あ
る
。
浄
土
教
で
は
彼
ら
を
欲
望
な
ど
か
ら
脱
却
し
た
浄
土
へ
導
き
、
そ

こ
で
悟
り
の
た
め
の
修
行
に
親
し
ま
せ
る
。
一
方
、
密
教
や
禅
宗
で
は
彼
ら
を
真
理

そ
の
も
の
で
あ
る
法
身
仏
と
の
合
一
に
導
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
た
だ
し
、
理
論

上
は
そ
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
、
密
教
や
禅
宗
に
お

い
て
も
、
何
が
し
か
の
浄
土
へ
死
後
の
人
々
を
導
く
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
。
つ
ま

り
、「
悟
り
」
へ
の
到
達
は
あ
く
ま
で
名
目
的
な
目
標
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、

実
際
に
は
死
後
に
お
け
る
苦
し
み
の
止
滅
と
安
楽
へ
の
到
達
こ
そ
が
人
々
の
目
標
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
苦
し
み
の
止
滅
と
安
楽
へ
の
到
達
が
欲
望
や

煩
悩
な
ど
の
止
滅
に
よ
っ
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
釈
尊
の
時
代
に
お

け
る
「
悟
り
」
と
基
本
的
に
同
じ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
わ
が
国
で
は
死
者
が
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現
代
日
本
に
お
け
る
「
仏
」
の
意
味
（
木
村
）

「
悟
り
」
を
開
き
、「
仏
」
に
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
死
者
を
「
仏
」
と
呼
ぶ
わ
が
国
の
習
慣
は
、
仏

教
思
想
の
展
開
上
で
合
理
的
な
根
拠
に
も
と
づ
き
な
が
ら
成
立
し
た
も
の
だ
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
に
死
者
が
「
仏
」
と
な
り
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
未
だ
霊
魂
が

離
脱
し
て
い
な
い
遺
体
は
、
仏
陀
た
ち
の
力
に
よ
っ
て
「
仏
」
と
な
る
可
能
性
を
も

つ
存
在
と
い
う
こ
と
な
る
。
い
わ
ば
、
将
来
の
「
仏
」
の
候
補
者
を
内
包
し
て
い
る

と
い
う
意
味
で
、
遺
体
も
「
仏
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
は
る
か
以
前
に
亡
く
な
っ
た
先
祖
を
「
仏
」
と
呼
ぶ
理
由
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
死
者
を
「
仏
」
と
呼
ぶ
理
由
に
加
え
て
、
も
う
一
つ
の
側

面
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
先
祖
に
対
し
て
、
子
孫
で

あ
る
自
ら
の
繁
栄
や
幸
せ
を
見
守
っ
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
は
助
力
を
請
う
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
子
孫
に
対
し
て
必
要
な
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
与
え
る
氏
神
と
し
て
の
機

能
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
仏
の
機
能
と
神
の
そ
れ
と
の
習
合
、
も
し
く
は
混
淆
が
な

さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
視
点
を
変
え
て
み

れ
ば
、
そ
れ
は
た
と
え
自
ら
の
近
親
者
と
い
う
特
殊
性
を
帯
び
て
い
る
と
は
言
え
、

自
ら
の
修
行
の
果
報
と
し
て
の
力
を
他
者
に
分
け
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
の
苦

し
み
を
取
り
除
き
、
そ
の
者
を
幸
せ
に
導
く
と
い
う
報
身
仏
の
機
能
を
与
え
ら
れ
て

い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
先
祖
を
「
仏
」
と
呼
ぶ
背
景
に

は
、
氏
神
と
し
て
の
機
能
の
み
な
ら
ず
、
報
身
仏
と
し
て
の
機
能
が
期
待
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
先
祖
も
「
仏
」
と
い
う
語
で
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
死
者

や
遺
体
、
さ
ら
に
は
先
祖
ま
で
を
も
「
仏
」
と
呼
ん
で
い
る
風
習
は
、
ま
ぎ
れ
も
な

く
法
身
仏
、
報
身
仏
、
応
身
仏
と
い
う
仏
教
の
理
論
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
仏
教
」
と
い
う
際
の
「
仏
」
か
ら
、
死
者
を
表
す
「
仏
」

ま
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
仏
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
仏
教
の
思
想
史
的
発
展
に
裏

付
け
ら
れ
た
様
々
な
「
仏
身
」
観
が
応
用
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

注（
1
） 

「
仏
教
」
と
い
う
語
の
原
義
は
、
中
村
元
氏
が
端
的
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
ブ
ッ

ダ
が
説
い
た
教
え
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
中
村
元
、
三
枝
充
悳
『
バ
ウ
ッ
ダ
│
佛

教
│
』
小
学
館
、
一
九
八
七
、
一
七
頁
）。
ま
た
、
袴
谷
憲
昭
氏
は
、
こ
の
語
を
「
仏

に
成
る
た
め
の
教
え
」
と
解
釈
す
る
の
は
通
俗
的
な
見
解
だ
と
し
て
退
け
て
い
る
（『
仏

教
入
門
』
大
蔵
出
版
、
二
〇
〇
四
、
二

－

三
頁
）。
し
か
し
、
本
稿
は
現
代
日
本
に
お

け
る
「
仏
」
と
い
う
語
の
意
味
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
た
と

え
そ
れ
が
通
俗
的
な
解
釈
で
あ
ろ
う
と
も
、
人
々
の
間
で
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
三

通
り
の
用
語
法
を
等
し
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
） 

水
野
弘
元
『
仏
教
要
語
の
基
礎
知
識
』（
春
秋
社
、
一
九
七
二
）
六
五
頁
。

（
3
） 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
八
〇
）
八
一
頁
に
お
い
て
、

釈
尊
は
初
め
て
悟
り
を
開
い
た
時
、「
悪
魔
・
悪
し
き
者
」
か
ら
次
の
よ
う
に
言
わ
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　「
尊
い
方
よ
。
尊
師
は
い
ま
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
お
入
り
く
だ
さ
い
。
幸
い
な
方
は

ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
に
お
入
り
く
だ
さ
い
。
今
こ
そ
尊
師
の
お
亡
く
な
り
に
な
る
べ
き

時
で
す
。」

 

そ
の
よ
う
な
誘
惑
を
受
け
た
釈
尊
は
、
自
ら
の
悟
り
を
人
々
に
説
き
示
し
、
人
々
に
安

ら
ぎ
を
与
え
る
ま
で
は
死
な
な
い
と
い
う
決
意
を
表
明
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
死
の

誘
惑
を
語
る
「
悪
魔
・
悪
し
き
者
」
を
、
こ
こ
で
は
心
の
内
な
る
悪
魔
、
す
な
わ
ち
釈

尊
自
身
の
欲
望
と
解
釈
し
た
。

（
4
） 
中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
悪
魔
と
の
対
話
│
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
Ⅱ
│
』（
岩
波
文

庫
、
一
九
八
六
）
四
八

－

五
二
頁
（『
雑
阿
含
経
』
巻
三
九
、『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二

巻
二
八
六
頁
上
所
収
）。
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愛
知
学
院
大
学
文
学
部
　
紀
　
要
　
第
四
五
号

（
5
） 

『
金
光
明
経
』
巻
四
「
金
光
明
経
捨
身
品
第
十
七
」（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
十
六
巻

三
五
三
頁
下

－

三
五
六
頁
下
）。

（
6
） 
『
大
般
涅
槃
経
』
巻
十
四
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
十
二
巻
四
五
〇
頁
上

－

四
五
一
頁

中
）。

（
7
） 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』（
注
３
参
照
）
六
三
頁
。

（
8
） 

中
村
元
訳
『
ブ
ッ
ダ
最
後
の
旅
』（
注
３
参
照
）
一
五
五
頁
。

（
9
） 

阿
弥
陀
如
来
は
浄
土
宗
な
ど
で
は
報
身
仏
と
さ
れ
て
い
る
が
、
天
台
宗
で
は
応
身
仏

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
陀
を
次
注
に
示
す
三
身
の
ど
れ
に
対

応
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
10
） 

仏
陀
の
身
体
を
法
身
、
報
身
、
応
身
の
三
種
に
わ
け
る
立
場
を
三
身
説
と
い
う
。
た

だ
し
、
こ
の
三
身
を
そ
れ
ぞ
れ
自
性
身
、
受
用
身
、
変
化
身
と
呼
ん
だ
り
、
応
身
を
色

身
、
化
身
と
呼
ぶ
な
ど
、
幾
つ
か
の
表
現
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
修
行
の
果
報
を
自

ら
享
受
す
る
の
か
他
者
の
た
め
に
享
受
す
る
の
か
の
違
い
に
よ
り
、
受
用
身
を
自
受
用

身
と
他
受
用
身
に
分
け
た
り
、
応
身
と
化
身
を
別
の
概
念
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
四
身

説
が
説
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。

（
11
） 

た
だ
し
、
こ
の
考
え
方
は
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
中
に
「
仏
性
」
と
い
う
不
変
の
「
何

か
」
が
存
在
す
る
と
い
う
誤
ま
っ
た
理
解
を
導
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
道
元

は
『
涅
槃
経
』
の
一
節
を
、「
一
切
は
衆
生
で
あ
り
（
す
べ
て
の
者
は
生
き
て
お
り
）、

悉
有
は
仏
性
で
あ
る
（
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
仏
で
あ
る
）」
と
読
み
替
え
た
。

（
12
） 

『
大
方
廣
佛
華
厳
経
』
巻
第
六
（『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
十
巻
三
〇
頁
上
）。

（
13
） 

大
日
如
来
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
名
はVairocana

。
元
来
は
太
陽
を
表
す
語
で
あ

り
、
原
語
の
音
写
に
よ
っ
て
表
し
た
の
が
『
華
厳
経
』
の
教
主
の
毘
盧
舎
那
仏
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
毘
盧
舎
那
仏
を
め
ぐ
っ
て
、
天
台
宗
や
法
相
宗
で
は
毘
盧
舎
那

仏
、
盧
舎（
遮
）那
仏
、
釈
迦
仏
を
そ
れ
ぞ
れ
法
身
（
自
性
身
）、
報
身
（
受
用
身
）、
応

身
（
変
化
身
）
と
み
な
し
て
い
る
（
カ
ッ
コ
内
が
法
相
宗
に
お
け
る
位
置
づ
け
で
あ

る
）。
毘
盧
舎
那
仏
を
法
身
と
す
る
の
は
『
普
賢
観
経
』
に
も
と
づ
く
立
場
で
あ
り
、

盧
遮
那
仏
を
報
身
と
す
る
の
は
『
梵
網
経
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
梵
網

経
』
で
は
、
盧
遮
那
仏
は
蓮
華
台
蔵
世
界
で
千
葉
百
億
の
大
小
釈
迦
仏
を
化
現
せ
し
め

る
報
身
で
あ
り
、
そ
こ
に
仮
現
し
た
釈
迦
仏
が
応
身
と
さ
れ
て
い
る
。
以
上
、
水
野
弘

元
『
仏
教
要
語
の
基
礎
知
識
』（
注
２
参
照
）
七
一
頁
、
七
四
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
14
） 

金
岡
秀
友
『
密
教
の
哲
学
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
九
）
一
六
五
頁
は
、
こ
の
点

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

 

　「
宇
宙
的
原
理
の
人
格
化
さ
れ
た
も
の
が
法
身
で
あ
り
、
法
身
の
、
一
定
の
条
件

下
に
お
け
る
化
現
が
、
応
身
・
化
身
で
あ
り
報
身
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
日
如
来

は
、
も
っ
と
も
完
全
な
意
味
で
の
法
身
で
あ
り
、
す
べ
て
の
報
・
応
化
身
ら
の
も

と
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。」

（
15
） 

末
木
文
美
士
氏
は
「
鎌
倉
仏
教
の
特
質
」（
五
味
文
彦
編
『
京
・
鎌
倉
の
王
権
』
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
）
二
〇
一
頁
で
、「
禅
は
現
世
で
の
悟
り
を
め
ざ
す
点
で
、
即

身
成
仏
を
め
ざ
す
密
教
と
も
っ
と
も
近
似
し
て
お
り
、
融
合
し
や
す
い
面
を
も
っ
て
い

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
禅
と
密
教
の
あ
い
だ
│
道

元
の
立
場
か
ら
│
」（『
宗
学
研
究
』
四
七
、
二
〇
〇
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
16
） 

新
村
出
編
『
広
辞
苑
』
第
六
版
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
）
二
五
九
九
頁
。

（
17
） 

速
水
侑
『
観
音
・
地
蔵
・
不
動
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
六
）
一
七

－

二
五

頁
を
参
考
に
し
た
。

（
18
） 

『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
三
八
（
遠
藤
嘉
基
、
春
日
和
男
編
『
日
本
靈
異
記
』（
日
本

古
典
文
学
大
系
七
十
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
、
四
四
一
頁
）。

（
19
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
水
野
弘
元
『
仏
教
要
語
の
基
礎
知
識
』（
注
２
参
照
）
七
六
頁

も
参
照
。

（
20
） 

佐
藤
弘
夫
『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』（
法
蔵
館
、
一
九
九
八
）
三
四
八

－

三
七
六

頁
、
同
『
起
請
文
の
精
神
史
│
中
世
世
界
の
神
と
仏
│
』（
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、
二

〇
〇
六
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。
ち
な
み
に
、
佐
藤
氏
の
主
張
は
、
中
世
の
人
々
の
信

仰
を
歴
史
学
的
手
法
に
も
と
づ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
現
代
の
我
々
の

宗
教
心
に
適
用
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。

（
21
） 

以
下
の
記
述
に
関
連
し
て
、
あ
わ
せ
て
拙
稿
「
現
代
日
本
人
の
神
仏
観
」（『
禅
研
究

所
紀
要
』
四
三
、
二
〇
一
五
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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