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一

　
　
　
　

浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

　
　
　

は
　

じ
　

め
　

に

　

平
成
二
十
五
年
の
『
宗
報
』
二
月
号
に
記
載
さ
れ
た
前
年
九
月
の
浄
土
宗
第
一
〇

六
次
定
期
宗
議
会
議
事
録
に
は
、
三
河
教
区
加
藤
良
光
議
員
の
一
般
質
問
中
に
、
氏

が
前
回
の
宗
議
会
で
要
望
さ
れ
た
浄
土
宗
の
近
代
史
研
究
の
推
進
に
つ
い
て
、
そ
の

後
の
経
緯
を
尋
ね
て
い
る
。
こ
れ
に
現
在
の
浄
土
宗
総
合
研
究
所
長
の
藤
本
浄
彦
氏

が
回
答
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
は
前
総
合
研
究
所
長
石
上
善
応
氏
に
よ
っ
て
発
案
さ
れ
、

逐
次
進
行
し
て
い
る
。
平
成
十
八
年
度
よ
り
資
料
収
集
整
理
、
資
料
電
子
化
及

び
浄
土
宗
史
、
仏
教
史
の
研
究
者
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
が
開
始
。
平
成
十
九
年

度
に
は
『
浄
土
教
報
』『
浄
土
宗
報
』
等
の
宗
内
の
機
関
誌
の
電
子
化
。
平
成

二
十
年
度
に
は
、
ま
ず
「
明
治
期
の
浄
土
教
団
の
総
合
的
研
究
」
と
い
う
こ
と

で
明
治
新
政
府
下
で
の
宗
教
政
策
の
流
れ
、
近
代
的
教
団
成
立
の
歴
史
的
見
解

の
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
二
十
一
年
度
か
ら
は
、
加
え
て
「
大
正
・
昭
和
前

期
」
が
始
ま
り
特
に
「
浄
土
宗
平
和
ア
ピ
ー
ル
」
に
関
連
し
、
戦
争
責
任
の
歴

史
的
検
証
の
基
礎
資
料
を
集
約
、
ま
た
各
年
度
と
も
一
貫
し
て
『
浄
土
宗
大
年

表
』
の
校
訂
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

（
こ
の
総
合
研
究
の
成
果
報
告
は
『
教
化
研
究
』、
浄
土
宗
平
和
協
会
に
報
告
）

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
「
浄
土
宗
の
近
現
代
史
を
客
観
的
に
明
ら
か
に
す
る
」
こ

と
を
目
的
と
し
、
必
要
な
資
料
の
収
集
整
理
と
い
う
基
礎
的
作
業
と
明
治
・
大
正
・

昭
和
期
の
社
会
と
関
わ
っ
た
浄
土
宗
教
団
の
諸
活
動
の
解
明
が
目
指
さ
れ
て
（
1
）

い
る
。

　

歴
史
上
の
個
々
の
事
件
・
事
象
が
あ
る
一
定
の
時
期
を
経
た
上
で
確
実
な
資
料
的

な
裏
付
け
を
も
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
よ
っ
て
近
現
代
の
浄
土
宗
の
歴
史
の
全
体
像
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
に
大
き
な
期
待

を
寄
せ
た
い
。
そ
れ
と
同
時
に
客
観
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
事
象
の
背
後
に
あ
る
歴

史
の
本
質
的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
教
理
・
思
想
、
あ
る
い
は
精
神
へ
の
究
明
が
な
い

が
し
ろ
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
歴
史
研
究
の
眼
目
は
達
成
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
。

　
浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

　
　
　
　　

 

大
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昇
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と
こ
ろ
で
私
は
大
正
大
学
で
仏
教
学
の
研
究
に
携
わ
り
学
生
の
指
導
に
当
っ
て
き

た
が
、
浄
土
宗
学
を
専
門
に
学
ん
だ
者
で
は
な
い
。
因
み
に
仏
教
学
と
は
い
か
な
る

学
問
で
あ
る
の
か
、
そ
の
概
念
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

仏
教
の
研
究
に
は
、
教
理
や
教
団
に
つ
い
て
の
体
系
的
・
歴
史
的
研
究
に
は
じ

ま
っ
て
、
そ
の
伝
播
に
よ
っ
て
ア
ジ
ア
各
地
に
惹
起
さ
れ
た
文
化
複
合
の
研
究

に
至
る
ま
で
、
極
め
て
広
汎
な
領
域
が
あ
る
。

目
的
・
方
法
論
に
も
伝
統
的
な
性
相
学
の
如
く
悟
道
の
資
助
と
す
る
も
の
を
は

じ
め
、
諸
宗
教
・
哲
学
思
想
と
の
比
較
や
、
純
文
献
学
的
成
果
を
も
っ
て
満
足

す
る
な
ど
種
々
の
立
場
が
あ
る
。

仏
教
学
の
中
核
と
な
る
の
は
、
イ
ン
ド
以
来
蓄
積
さ
れ
た
諸
文
献
の
解
読
を
通

じ
て
仏
教
の
教
理
と
そ
こ
に
開
顕
さ
れ
た
仏
陀
の
真
意
を
た
ず
ね
る
こ
と
で
あ

（
2
）

ろ
う
。

　

私
自
身
の
研
究
を
振
り
返
れ
ば
、
禅
観
経
典
と
呼
ば
れ
る
仏
教
の
実
践
修
道
の
思

想
を
説
く
経
典
類
の
い
く
つ
か
に
強
い
関
心
を
も
ち
、
ま
た
中
国
浄
土
教
思
想
に
若

干
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
度
の
総
合
仏
教
研
究
所
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
係
し
て
い

る
訳
で
は
な
い
が
、
日
本
の
仏
教
の
近
代
化
、
特
に
近
代
浄
土
宗
の
信
仰
運
動
に
つ

い
て
論
考
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
度
の
講
義
は
前
述
の
よ
う
な
仏
教
の
学

問
研
究
を
内
容
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
身
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
学
者
の
研
究
成

果
を
紹
介
し
参
考
に
し
つ
つ
、
本
筋
は
諸
研
究
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
思
想
や
精
神
を

伝
え
、
共
々
に
考
え
て
い
た
だ
く
こ
と
に
（
3
）

あ
る
。

　
　
　

第
一
章
　

大
乗
仏
教
成
立
の
研
究
と
浄
土
宗
の
近
代
化
　

一　

最
近
の
大
乗
仏
教
成
立
論

　
「
大
乗
経
典
は
釈
迦
の
直
説
で
は
な
い
」
と
い
う
大
乗
非
仏
説
を
客
観
的
・
実
証

的
に
証
明
し
た
の
は
、
近
世
江
戸
期
の
富
永
仲
基
（
一
七
一
五
│
一
七
四
六
）
の

『
出
定
後
語
』
で
仏
教
研
究
近
代
化
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
。
こ
の
書
物
の
出
現
に
大
乗

仏
教
国
で
あ
る
日
本
の
仏
教
界
は
大
き
な
衝
撃
を
受
け
、
多
く
の
仏
教
学
者
に
と
っ

て
重
大
関
心
事
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、「
歴
史
的
・
学
術
的
に
は
大
乗

経
典
は
非
仏
説
で
あ
り
、
教
理
的
・
信
仰
的
に
は
大
乗
思
想
は
仏
説
で
あ
る
」（
村

上
専
精
）
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
先
ず
結
着
が
つ
い
た
。

　

仲
基
は
ま
た
人
間
の
思
惟
の
特
色
と
し
て
加
上
説
を
唱
え
た
。
仏
教
に
つ
い
て
い

え
ば
釈
迦
の
最
初
の
教
説
が
元
に
あ
り
、
次
第
に
脚
色
が
加
え
ら
れ
て
部
派
や
大
乗

の
仏
教
が
発
生
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
明
治
に
な
っ
て
前
田
慧
雲
（
一
八
五
七
│

一
九
三
〇
）
は
大
乗
仏
教
が
大
衆
部
に
起
源
し
た
と
論
証
し
、
か
な
り
の
間
、
学
界

の
支
持
を
得
た
。

　

そ
し
て
時
を
お
い
て
新
た
に
登
場
し
た
の
が
平
川
彰
（
一
九
一
五
│
二
〇
〇
二
）

の
提
唱
し
た
大
乗
仏
教
在
家
者
起
源
説
で
「
大
乗
仏
教
は
在
家
の
仏
塔
崇
拝
者
た
ち

の
始
め
た
新
し
い
宗
教
運
動
で
あ
る
」
と
い
う
学
説
で
あ
る
。
こ
の
新
説
は
ほ
ぼ
三

十
年
に
わ
た
り
日
本
の
仏
教
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
た
。
や
が
て
平
川
説

に
対
し
て
海
外
の
研
究
者
か
ら
批
判
が
起
こ
っ
た
が
、
大
乗
仏
教
を
研
究
す
る
日
本

の
研
究
者
か
ら
も
起
源
を
再
検
討
す
る
気
運
が
高
ま
っ
た
。
多
く
の
貴
重
な
研
究
に



三

　
　
　
　

浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

は
浄
土
宗
の
学
者
も
お
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
内
の
一
、
二
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　

佐
々
木
閑
は
平
川
説
を
批
判
し
て
大
乗
仏
教
の
部
派
内
部
起
源
説
を
提
示
し
た
。

こ
の
学
説
は
イ
ン
ド
仏
教
が
部
派
分
裂
し
う
る
状
況
の
根
底
に
あ
る
と
こ
ろ
の
破
僧

（
教
団
分
裂
）
を
防
ぐ
規
制
の
変
化
を
発
見
し
、
そ
れ
が
大
乗
出
現
を
可
能
に
し
た
、

と
見
る
も
の
で
あ
る
。
平
川
・
佐
々
木
両
氏
の
見
解
の
核
心
は
大
乗
の
教
団
に
対
す

る
捉
え
方
の
相
違
で
あ
る
。

　

平
川
の
考
え
る
僧
団
と
は
、
い
ず
れ
か
の
部
派
に
属
す
る
声
聞
乗
の
比
丘
（
声
聞

乗
の
声
聞
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
大
乗
の
集
団
で
あ
る
出
家
菩
薩
は
、
こ
の

比
丘
集
団
の
外
部
に
存
在
し
た
。
出
家
菩
薩
は
在
家
者
で
あ
る
か
ら
そ
の
根
拠
地
が

僧
団
の
管
轄
外
で
あ
る
仏
塔
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
こ
れ
に
対
し
て
佐
々
木

は
、
比
丘
僧
団
の
内
部
に
声
聞
乗
と
こ
れ
に
属
さ
な
い
比
丘
、
つ
ま
り
大
乗
出
家
菩

薩
と
い
う
異
な
る
二
つ
の
修
行
道
に
従
う
比
丘
が
混
在
・
共
住
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
る
と
論
ず
る
。
こ
の
仮
説
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
破
僧
の
定
義
に

改
変
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
従
来
の
定
義
は
「
仏
の
教
説
に
反
す
る
意
見

を
唱
え
る
者
が
別
個
の
グ
ル
ー
プ
を
作
る
こ
と
」
を
い
う
〈
和
合
を
破
す
る
こ
と

（
チ
ャ
ク
ラ
・
ベ
ー
ダ
破
輪
）〉
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
時
期
に
「
同
一
僧
団
の
中
で
別

個
に
布
薩
等
の
集
団
行
事
を
行
え
ば
破
僧
で
あ
る
」
と
い
う
〈
儀
礼
を
破
す
る
こ
と

（
カ
ル
マ
・
ベ
ー
ダ
破
羯
磨
）〉
へ
と
変
化
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
の
僧
団
内
に

異
な
る
教
義
を
も
つ
者
が
共
住
し
て
い
て
も
、
布
薩
な
ど
の
集
団
行
事
を
共
に
実
行

す
れ
ば
罪
に
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
と
な
れ
ば
、

大
乗
仏
教
の
成
立
を
部
派
仏
教
と
対
立
す
る
勢
力
か
ら
勃
興
し
た
と
考
え
る
よ
り
、

初
期
仏
教
か
ら
部
派
仏
教
へ
と
展
開
し
た
よ
う
に
、
大
乗
も
ま
た
破
僧
の
定
義
に
順

じ
て
合
法
的
に
そ
の
延
長
上
に
発
生
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ

（
4
）
る
。

　

下
田
正
弘
は
上
記
の
佐
々
木
説
は
、「
破
僧
の
定
義
変
更
に
よ
る
教
団
内
異
説
発

生
の
可
能
性
を
示
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
大
乗
に
固
有
の
思
想
や
教
義
を
有
す
る

経
典
が
生
ま
れ
た
背
景
の
解
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
」
と
論
評
す
る
。

　

下
田
は
ま
ず
大
乗
涅
槃
経
を
研
究
し
て
ブ
ッ
ダ
の
遺
骨
崇
拝
が
経
典
崇
拝
に
代
っ

た
と
こ
ろ
に
大
乗
の
起
源
を
見
い
出
し
た
。
ま
た
初
期
の
大
乗
仏
教
と
し
て
の
特
色

は
、「
経
典
の
継
続
的
製
作
活
動
」
に
あ
り
、
紀
元
前
後
の
あ
る
時
期
に
書
写
経
典

が
連
続
し
て
創
出
さ
れ
、
大
乗
仏
教
の
形
成
と
展
開
に
は
書
写
さ
れ
た
経
典
が
枢
要

な
役
割
を
果
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
書
写
経
典
が
担
っ
た
役
割
は
、「
テ

ク
ス
ト
外
部
の
制
度
世
界
か
ら
高
い
程
度
に
自
立
し
た
テ
ク
ス
ト
内
部
の
言
語
空
間

が
誕
生
し
、
そ
の
空
間
の
な
か
で
仏
説
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
あ
ら
た
な
意
識
が
芽
生

え
育
成
さ
れ
は
じ
め
た
」
と
論
ず
る
。

　

こ
う
し
て
続
々
と
出
現
す
る
初
期
大
乗
経
典
の
内
容
に
お
け
る
多
様
性
と
分
量
の

多
量
性
は
、
阿
含
ニ
カ
ー
ヤ
と
は
類
を
絶
す
る
。
こ
の
大
乗
経
の
驚
異
的
進
化
を
可

能
に
し
た
の
は
、
伝
承
過
程
に
書
写
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
と
こ
れ
を
推
進
し
た
力
の

根
源
は
、「
真
の
仏
説
と
は
何
か
」
を
か
ぎ
り
な
く
追
求
す
る
仏
陀
釈
尊
と
法
へ
の

信
念
で
あ
っ
た
。
般
若
経
も
法
華
経
も
大
阿
弥
陀
経
に
し
て
も
主
要
な
大
乗
経
典
に

は
常
に
伝
承
の
正
統
性
を
問
い
、「
真
の
仏
説
」
を
め
ぐ
る
強
い
課
題
意
識
が
存
在

す
る
。
こ
こ
に
は
阿
含
ニ
カ
ー
ヤ
な
ど
の
伝
統
経
典
と
の
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る

と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

ま
た
従
来
、
大
乗
菩
薩
の
教
団
が
成
立
し
、
そ
の
担
い
手
た
ち
に
よ
っ
て
経
典
が

製
作
さ
れ
た
と
い
う
既
成
の
学
説
を
離
れ
、
む
し
ろ
経
典
が
創
作
さ
れ
て
そ
れ
が
外

部
世
界
に
影
響
を
与
え
、
や
が
て
大
乗
教
団
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
考
え
る
べ
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き
だ
と
も
い
う
。
事
実
、
イ
ン
ド
の
仏
教
の
主
流
は
部
派
教
団
、
特
に
説
一
切
有
部

を
中
心
に
展
開
し
た
、
と
さ
れ
る
。
大
乗
教
団
の
存
在
に
言
及
す
る
碑
文
や
仏
像
が

見
ら
れ
る
の
は
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
初
頭
に
至
っ
て
か
ら
な
の
で
（
5
）

あ
る
。

　

以
上
、
近
年
著
し
く
発
展
し
た
大
乗
仏
教
の
起
源
を
め
ぐ
る
研
究
の
主
要
な
学
説

に
触
れ
た
。
そ
れ
は
大
乗
仏
教
が
ブ
ッ
ダ
の
舎
利
塔
を
拠
点
と
し
守
護
し
た
在
家
者

に
よ
っ
て
起
元
し
た
と
い
う
定
説
を
覆
え
す
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
部
派
内
部

に
共
存
し
た
革
新
的
な
仏
教
者
が
担
い
手
と
な
っ
た
こ
と
。
彼
ら
は
陸
続
と
経
典
を

創
作
し
た
が
、
そ
の
目
的
を
支
え
た
も
の
は
ブ
ッ
ダ
の
悟
り
の
世
界
を
伝
承
し
よ
う

と
す
る
使
命
感
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
大
乗
仏
教
興
起
の
時
代
背
景
を
振
り
返
っ
て
略
述
し
て
み
た
い
。

　

紀
元
前
一
八
〇
年
頃
、
イ
ン
ド
史
で
最
初
の
統
一
国
家
と
な
っ
た
マ
ウ
リ
ヤ
王
朝

は
滅
亡
し
、
新
た
に
シ
ュ
ン
ガ
王
朝
が
興
っ
た
。
新
王
プ
シ
ャ
ミ
ト
ラ
は
バ
ラ
モ
ン

教
を
篤
く
信
奉
し
、
イ
ン
ド
で
最
初
の
破
仏
（
廃
仏
毀
釈
）
を
行
っ
た
。

　

そ
の
後
、
紀
元
前
一
世
紀
末
に
大
月
氏
か
ら
独
立
し
た
ペ
ル
シ
ャ
系
の
ク
シ
ャ
ー

ナ
王
朝
は
、
北
西
イ
ン
ド
か
ら
北
イ
ン
ド
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
東
西
文
化
を
融
合
さ

せ
、
後
二
世
紀
の
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
は
特
に
仏
教
を
保
護
し
大
乗
の
興
起
を
支
え
た
。

一
方
、
南
イ
ン
ド
で
は
、
前
三
世
紀
末
頃
か
ら
サ
ー
タ
ヴ
ァ
ー
ハ
ナ
（
ア
ン
ド
ラ
）

王
朝
が
ア
ラ
ビ
ア
海
と
ベ
ン
ガ
ル
湾
に
臨
む
港
湾
都
市
を
領
有
し
て
東
西
貿
易
を
盛

ん
に
し
王
朝
を
繁
栄
さ
せ
た
。
王
朝
は
バ
ラ
モ
ン
教
を
国
教
と
し
た
が
仏
教
も
庇
護

（
6
）

し
た
。

　

世
紀
前
後
に
胎
動
を
見
た
大
乗
仏
教
は
、
破
仏
を
経
験
し
つ
つ
も
南
北
王
朝
が
行

っ
た
東
西
の
交
易
を
基
礎
に
し
た
積
極
的
な
異
文
化
交
流
の
影
響
を
受
け
て
展
開
し

て
い
っ
た
。
こ
こ
で
目
を
日
本
の
近
代
に
転
じ
よ
う
。

二　

日
本
の
近
代
化
と
浄
土
宗

　

日
本
の
近
代
化
は
明
治
期
に
始
ま
る
。
仏
教
の
近
代
化
は
明
治
政
府
の
神
仏
判
然

令
に
見
る
神
仏
分
離
政
策
と
そ
れ
が
引
き
起
こ
し
た
廃
仏
毀
釈
、
加
え
て
近
代
西
欧

文
化
の
移
入
の
中
で
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
潮
流
は
幕
藩
体
制
下
に
あ
っ

た
前
時
代
の
仏
教
の
旧
弊
へ
の
反
省
と
仏
教
界
の
覚
醒
を
齎
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

大
正
期
は
近
代
化
の
次
段
階
で
、
政
治
思
想
か
ら
い
え
ば
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
特
徴

で
あ
り
、
経
済
的
に
は
独
占
資
本
の
確
立
期
で
あ
っ
た
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
事
象
と

し
て
は
、
被
抑
圧
諸
階
層
に
属
す
る
人
々
の
民
主
的
解
放
を
求
め
る
運
動
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
共
鳴
す
る
風
潮
は
日
本
の
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文

化
の
諸
領
域
に
及
ん
だ
。
仏
教
界
で
は
こ
の
期
の
自
由
主
義
的
風
潮
の
中
で
後
述
す

る
教
学
の
自
由
研
究
が
喚
起
さ
れ
、
浄
土
宗
に
お
い
て
も
山
崎
弁
栄
の
光
明
会
と
椎

尾
弁
匡
の
共
生
会
を
は
じ
め
と
す
る
画
期
的
な
信
仰
運
動
が
起
こ
っ
て
く
る
。

　

と
こ
ろ
で
な
ぜ
は
じ
め
に
近
年
の
大
乗
仏
教
研
究
の
成
果
に
触
れ
る
こ
と
か
ら
講

義
を
始
め
た
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
一
の
理
由
は
、
イ
ン
ド
仏
教
史
に
お
い
て
大
乗
仏
教
が
興
起
し
た
こ
と
と
日
本

仏
教
史
で
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
近
代
仏
教
が
展
開
し
た
こ
と
に
、
あ
る
種
の
類
似

を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
直
前
に
触
れ
た
大
乗
起
源
の
時
代
背
景
に
あ
る
シ
ュ

ン
ガ
王
朝
の
破
仏
と
明
治
期
の
廃
仏
毀
釈
、
さ
ら
に
遡
る
と
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
マ

ウ
ル
ヤ
王
朝
と
徳
川
幕
府
の
崩
壊
。
あ
る
い
は
イ
ン
ド
の
南
北
王
朝
文
化
が
も
つ
東

西
異
文
化
と
仏
教
と
の
交
流
、
そ
れ
は
明
治
期
に
西
欧
近
代
文
化
と
近
世
仏
教
と
が

交
流
し
た
こ
と
に
相
似
し
て
い
な
い
か
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
大
乗
の
興
起
と
明
治
の
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土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

近
代
仏
教
の
開
始
を
対
比
す
る
こ
と
は
実
証
不
可
能
な
ナ
ン
セ
ン
ス
な
比
較
問
題
と

思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
二
つ
の
仏
教
の
背
景
に
王
朝
と
幕
府
の
崩
壊
が

あ
り
、
廃
仏
に
苦
し
ん
だ
仏
教
徒
が
あ
り
、
ま
た
異
文
化
の
交
流
の
中
で
、
両
国
の

仏
教
が
展
開
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
紛
れ
の
な
い
事
実
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
二
の
理
由
は
、
イ
ン
ド
仏
教
と
法
然
浄
土
宗
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
歴
史
の
類
似

性
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
仏
教
史
は
一
般
に
原
始
仏
教
・
部
派
仏
教
・
大
乗
仏
教
の
三
期
（
密
教
期

は
除
く
）
に
区
分
さ
れ
る
。
原
始
仏
教
は
釈
尊
在
世
か
ら
滅
後
、
直
弟
子
ま
で
の
一

〇
〇
年
間
と
す
る
。
部
派
仏
教
は
根
本
分
裂
（
紀
元
前
二
八
三
）
か
ら
分
裂
の
終
了

の
紀
元
前
一
〇
〇
年
と
す
る
が
、
そ
れ
以
後
も
部
派
は
存
続
す
る
。
大
乗
仏
教
は
仏

滅
二
〇
〇
年
頃
（
紀
元
前
一
〇
〇
年
）
に
胎
動
し
、
ク
シ
ャ
ー
ナ
王
朝
カ
ニ
シ
ュ
カ

王
の
頃
（
紀
元
後
一
二
〇
年
頃
）
に
初
期
大
乗
経
典
は
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
浄
土
宗
は
法
然
上
人
の
生
誕
（
一
一
三
三
）〈
立
教
開
宗
（
一
一

七
五
）〉
か
ら
入
滅
（
一
二
一
二
）
ま
で
を
純
粋
法
然
浄
土
教
団
と
し
て
、
以
後
部

派
仏
教
に
相
当
す
る
高
弟
た
ち
の
分
派
、
開
宗
時
代
に
入
る
。
浄
土
宗
鎮
西
派
の
場

合
は
三
代
で
一
一
二
年
間
、
以
後
中
世
室
町
期
、
近
世
江
戸
浄
土
宗
団
ま
で
法
然
以

後
六
五
五
年
間
、
継
続
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
に
聖
冏
、
聖
総
な
ど
中
興
の
祖

の
活
躍
、
檀
林
仏
教
が
あ
る
が
、
そ
の
性
格
は
基
本
的
に
中
世
浄
土
宗
の
延
長
と
い

え
る
。
そ
し
て
幕
藩
体
制
の
崩
壊
、
廃
仏
毀
釈
の
下
、
近
代
西
欧
文
化
の
渡
来
に
よ

っ
て
浄
土
宗
の
近
代
化
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
浄
土
宗
の
大
乗
仏
教
化
が
始
ま
る

の
で
あ
る
。

　
　
　

第
二
章
　

近
世
の
律
僧
普
寂
と
そ
の
思
想

　

近
代
仏
教
史
理
解
の
上
で
不
可
欠
な
の
が
近
世
江
戸
期
の
仏
教
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
寺
院
の
本
末
制
度
や
寺
檀
制
度
を
通
し
て
幕
藩
権
力
に
結
び
つ
い
た
仏
教
の
安
逸

と
形
式
化
に
対
す
る
僧
侶
た
ち
の
自
覚
的
な
行
動
が
あ
っ
た
。
戒
律
主
義
が
そ
れ
で
、

浄
土
宗
で
は
浄
土
律
が
提
唱
さ
れ
、
継
承
者
の
一
人
に
普
寂
徳
門
（
一
七
〇
七
│
一

七
八
一
）
が
い
る
。
普
寂
は
ま
た
学
僧
と
し
て
も
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
祖
師
批

判
を
含
む
既
成
宗
派
の
教
学
に
執
わ
れ
な
い
自
由
討
究
の
姿
勢
は
、
明
治
期
に
仏
教

近
代
化
論
を
唱
え
た
村
上
専
精
に
よ
っ
て
高
く
評
価
さ
れ
、
ま
た
仏
教
の
革
新
を
目

指
す
境
野
黄
洋
ら
の
「
新
仏
教
運
動
」
の
人
た
ち
に
も
注
目
さ
れ
た
。
こ
の
普
寂
の

生
涯
と
思
想
実
践
の
独
創
性
に
つ
い
て
論
考
し
、
日
本
思
想
史
の
中
に
位
置
づ
け
る

べ
く
斬
新
な
研
究
を
発
表
し
た
の
が
西
村
玲
（『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創　

僧
侶
普

寂
の
思
想
と
実
践
』、
ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
社
、
二
〇
〇
八
年
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

氏
の
研
究
を
依
用
し
つ
つ
、
仏
教
近
代
化
の
端
緒
を
示
し
た
普
寂
の
行
跡
と
思
想
を

紹
介
し
た
い
。一　

そ
の
生
涯

　

普
寂
は
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）、
七
十
五
歳
の
九
月
、
自
ら
臨
終
の
近
い
こ
と

を
知
っ
て
西
壁
に
掛
け
た
浄
土
曼
荼
羅
に
向
か
い
、
結
跏
趺
坐
し
常
に
念
仏
を
唱
え

て
い
た
。
そ
の
後
、
気
力
が
衰
え
る
に
つ
れ
て
欠
か
さ
ず
勤
め
た
仏
殿
で
の
勤
行
を

休
む
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
死
を
迎
（
7
）

え
た
。
彼
は
八
宗
兼
学
の
僧
で
一
宗
に
執
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
そ
の
精
神
は
捨
世
僧
と
し
て
、
行
儀
は
浄
土
律
僧
と
し
て
、
臨
終
は
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浄
土
宗
僧
と
し
て
生
涯
を
終
っ
た
。

　

普
寂
は
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）、
伊
勢
の
国
の
浄
土
真
宗
源
流
寺
に
生
ま
れ
た
。

十
七
歳
の
時
か
ら
浄
土
経
論
の
講
義
を
受
け
、
以
後
、『
大
乗
起
信
論
義
記
』『
華
厳

五
教
章
』
の
ほ
か
、
諸
教
の
講
義
を
受
け
て
学
問
的
基
礎
を
養
っ
た
。
二
十
一
歳
の

時
、
大
病
（
結
核
）
を
患
い
死
を
覚
悟
す
る
。
こ
の
時
期
に
真
宗
の
教
え
が
経
論
と

違
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
き
宗
と
決
別
す
る
。
二
十
八
歳
で
生
家
を
出
、
遍
歴

修
行
に
勤
め
、
こ
の
間
に
当
時
の
浄
土
捨
世
僧
が
行
っ
た
苦
行
を
体
験
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
の
捨
世
僧
関
通
（
一
六
九
六
│
一
七
七
〇
）
と
の
出
遇
い
に
よ
っ
て
浄
土

宗
僧
に
な
る
こ
と
が
決
定
づ
け
ら
れ
る
。
三
十
歳
で
関
通
と
律
僧
義
燈
と
共
に
上
洛
、

三
十
二
歳
で
義
燈
に
よ
っ
て
沙
弥
戒
を
受
け
浄
土
宗
に
入
門
。
こ
の
時
、
関
通
は
後

に
円
成
律
寺
の
住
持
と
な
る
可
円
と
計
っ
て
宗
戒
両
脈
を
大
巌
寺
の
適
誉
良
義
に
相

承
さ
せ
る
。
こ
う
し
て
普
寂
は
正
式
な
浄
土
宗
僧
侶
（
年
代
不
明
）
と
（
8
）

な
る
。
そ
の

後
関
通
の
勧
め
で
江
戸
の
律
僧
敬
首
に
就
こ
う
と
す
る
が
断
ら
れ
る
。

　

三
十
三
歳
の
時
、
普
寂
に
思
想
的
契
機
を
与
え
た
三
大
疑
問
、
す
な
わ
ち
須
弥
山

説
、
大
乗
仏
説
、
因
果
輪
廻
の
諸
問
題
が
生
ず
る
が
、
修
行
と
思
索
を
重
ね
て
こ
れ

を
解
決
し
て
い
る
。
三
十
四
歳
の
時
、
加
賀
大
乗
寺
で
坐
禅
に
没
頭
、
禅
宗
の
厳
し

い
日
常
生
活
に
触
れ
る
。
さ
ら
に
関
西
の
寺
々
を
遍
歴
、
四
十
歳
で
京
都
の
浄
土
律

僧
で
敬
首
と
並
び
称
さ
れ
る
湛
慧
と
親
交
、
具
足
戒
の
授
与
を
申
し
出
ら
れ
る
。
四

十
一
歳
の
時
に
京
都
の
律
院
長
時
院
で
具
足
戒
を
受
け
正
式
に
律
僧
と
な
る
。
四
十

五
歳
で
長
時
院
の
住
職
と
な
り
数
百
人
に
菩
薩
戒
を
授
け
そ
の
名
が
世
に
知
ら
れ
る
。

五
十
七
歳
の
時
、
江
戸
長
泉
律
院
の
住
職
に
な
る
が
、
当
時
こ
の
寺
は
増
上
寺
直
轄

の
律
院
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
。

　

以
後
、
こ
の
寺
を
拠
点
に
講
義
と
著
述
の
生
活
に
入
る
。
五
十
七
歳
の
時
、
増
上

寺
で
『
華
厳
五
教
章
』
を
講
義
、
そ
れ
を
『
華
厳
五
教
章
衍
秘
鈔
』
五
巻
に
ま
と
め

た
。
さ
ら
に
『
倶
舎
論
』『
華
厳
経
探
玄
記
』
を
講
じ
鈔
に
ま
と
め
、『
大
乗
法
苑
義

林
章
』
と
そ
の
注
、『
大
乗
起
信
論
』『
法
華
文
句
』
等
諸
宗
に
わ
た
る
著
作
を
遺
す
。

六
十
三
歳
で
若
き
日
に
念
仏
と
禅
体
験
で
感
得
し
た
境
地
を
『
香
海
一
諦
（
渧
）』

に
ま
と
め
る
。
多
く
の
著
述
の
大
半
は
華
厳
の
法
蔵
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
七

十
三
歳
に
主
著
『
顕
揚
正
法
復
古
集
』（
以
下
『
復
古
集
』）
を
書
き
終
え
、
臨
終
直

前
の
七
十
五
歳
の
時
に
著
し
た
『
願
生
浄
土
義
』
が
刊
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二　

大
乗
仏
説
論

　

研
究
者
西
村
玲
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
て
普
寂
の
大
乗
仏
説
論
に
注
目
し
た
の
は
村

上
専
精
の
『
大
乗
仏
説
論
批
判
』（
光
融
館
、
一
九
〇
三
年
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
普
寂
は
独
自
の
「
顕
密
二
教
」
の
形
を
と
り
、
具
体
的
に
は
「
釈
迦
は

日
常
的
に
小
乗
教
を
説
き
（
顕
教
）、
優
れ
た
者
に
の
み
秘
密
に
大
乗
教
を
説
い
た

（
密
教
）」
と
い
う
。
い
わ
ば
顕
密
二
教
仏
説
論
だ
と
す
る
。
そ
の
根
拠
は
主
著
『
復

古
集
』
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
は
じ
め
に
は
ま
ず
正
法
の
定
義
を
明
ら
か
に
す
る
。

凡
そ
如
来
所
説
の
八
万
法
蘊
は
、
悉
く
こ
れ
真
如
所
流
の
法
曼
荼
羅
に
し
て
称

性
の
智
印
な
り
。
よ
く
三
法
印
・
一
実
相
印
に
符
契
す
る
も
の
を
こ
れ
正
法
教

を
名
く
。
三
法
印
と
は
、
謂
く
諸
行
無
常
印
・
諸
法
無
我
印
・
涅
槃
寂
静
印
な

り
。
阿
含
等
の
三
蔵
は
こ
の
三
印
を
以
て
邪
正
を
験
知
す
。
…
…
一
実
相
印
は

乃
ち
第
一
義
諦
、
方
等
大
乗
は
こ
れ
を
以
て
印
を
（
9
）

為
す
。

　

如
来
の
説
い
た
教
え
す
べ
て
が
真
如
に
か
な
う
智
慧
の
顕
わ
れ
で
あ
り
、
小
乗
教

の
基
準
三
法
印
、
大
乗
教
の
基
準
実
相
印
に
か
な
う
教
え
は
す
べ
て
正
法
教
で
あ
り
、

こ
れ
を
復
活
す
べ
し
と
主
張
す
る
。
正
法
を
復
古
す
る
こ
と
に
心
を
注
げ
ば
諸
宗
の
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一
致
が
計
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た
か
の
如
く
で
、
正
に
明
治
の
仏
教
近
代
化
の
た
め

に
考
案
さ
れ
た
仏
教
統
一
論
を
先
取
り
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
正
法
教
の
説
者
で
あ
る
仏
に
法
身
、
報
身
、
応
化
身
の
三
身
が
あ
る
が
、

経
典
は
応
化
身
の
所
説
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

応
化
身
に
は
大
約
し
て
二
身
有
り
。
或
い
は
清
浄
刹
に
現
じ
、
或
い
は
雑
染
土

に
現
ず
。
そ
の
浄
刹
に
現
る
る
所
の
仏
は
、
則
ち
顕
か
に
は
摩
訶
衍
三
乗
を
説

き
、
密
か
に
は
一
乗
法
輪
を
転
ず
。
そ
の
染
界
に
現
る
る
所
の
仏
は
、
則
ち
顕

か
に
は
声
聞
縁
覚
乗
を
説
き
、
密
か
に
は
摩
訶
衍
三
乗
及
び
一
乗
秘
密
法
輪
を

（
10
）

転
ず
。

　

応
化
身
は
清
浄
世
界
と
雑
染
世
界
の
両
方
に
出
現
す
る
。
前
者
に
顕
密
が
あ
り
、

顕
か
に
は
大
乗
三
乗
教
を
密
か
に
は
一
乗
教
を
説
く
。
後
者
も
ま
た
顕
か
に
は
小
乗

の
二
乗
教
を
、
密
か
に
は
大
乗
三
乗
教
と
一
乗
秘
密
教
を
説
く
。

謂
う
所
の
秘
密
法
輪
と
は
、
如
来
、
最
寂
静
大
涅
槃
界
に
安
住
し
、
海
印
定
中

に
称
性
の
法
曼
荼
羅
を
炳
現
す
。
…
…
遍
く
一
乗
の
教
義
を
敷
く
。
…
…
こ
れ

を
大
方
広
仏
華
厳
経
と
名
く
。
こ
れ
を
根
本
法
輪
と
為
す
。〔
以
下
、
般
若
、

法
華
等
に
つ
い
て
述
べ
る
〕
…
…
当
に
知
る
べ
し
、
四
諦
法
輪
を
顕
了
転
と
為

し
、
摩
訶
衍
教
を
秘
密
転
と
為
す
。
…
…
上
の
如
き
化
儀
は
乃
ち
雑
染
世
界
摂

化
の
恒
範
に
し
て
、
三
世
如
来
の
仏
仏
道
と
同
じ
（
11
）

う
す
。

　

秘
密
法
輪
と
は
如
来
の
海
印
定
中
に
現
わ
れ
た
教
え
で
一
乗
教
を
説
き
、
こ
れ
を

華
厳
経
と
い
う
。
四
諦
説
の
小
乗
教
が
顕
了
説
で
あ
り
、
大
乗
教
が
秘
密
説
で
あ
る
。

こ
の
顕
了
、
秘
密
の
説
法
は
雑
染
世
界
の
衆
生
を
教
化
す
る
軌
範
で
三
世
仏
に
共
通

す
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
釈
迦
が
大
乗
教
を
顕
か
に
し
な
か
っ
た
理
由
と
は
な
に
か
。

問
う
。
何
に
由
て
か
雑
染
世
界
に
於
い
て
、
た
だ
四
諦
法
輪
の
み
を
宣
説
し
、

顕
了
に
大
乗
法
教
を
説
か
ざ
る
や
。
答
え
て
曰
く
。
閻
浮
提
の
衆
生
、
根
鈍
に

し
て
障
重
し
。
蘊
相
を
執
取
し
て
、
深
く
五
欲
に
著
し
邪
見
の
稠
林
に
入
る
。

大
乗
深
経
を
稟う

く
る
に
堪
え
ず
。
…
…
縦
い
正
解
正
見
を
得
る
こ
と
有
り
と
い

え
ど
も
、
学
ぶ
所
階
を
躇
ゆ
る
を
以
て
、
多
く
は
乃
ち
似
て
非
な
る
者
を
傚
得

す
。
…
…
所
以
に
如
来
…
…
恒
に
四
諦
人
空
法
輪
を
転
じ
、
…
…
五
蘊
の
心
垢

を
浄
治
し
已
り
て
後
に
甚
深
三
摩
地
に
入
り
、
密
か
に
大
乗
大
空
如
来
蔵
の
秘

密
法
輪
を
転
ず
。
…
…
こ
れ
閻
浮
の
一
化
、
漸
入
秘
密
の
妙
術
（
12
）

な
り
。

　

鈍
根
の
衆
生
に
は
大
乗
経
の
深
意
は
理
解
で
き
な
い
。
た
と
え
正
し
い
教
え
を
も

ち
、
か
つ
学
習
し
て
も
真
意
は
得
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
如
来
は
四
諦
人
空
の
小
乗
教

を
説
き
、
欲
望
を
清
浄
に
し
て
深
い
瞑
想
に
入
り
、
秘
か
に
大
乗
如
来
蔵
を
説
い
た
。

こ
れ
こ
そ
が
こ
の
世
界
で
の
釈
迦
の
一
代
の
教
化
で
あ
り
、
大
乗
秘
蔵
の
教
え
に
入

っ
て
ゆ
く
巧
妙
な
る
方
法
で
あ
る
、
と
説
く
の
で
あ
る
。

　

普
寂
に
よ
れ
ば
、
秘
密
転
の
世
界
と
は
、
仏
菩
薩
に
の
み
理
解
で
き
る
時
空
を
超

え
た
世
界
、
す
な
わ
ち
法
身
、
報
身
二
仏
の
知
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
次
に
応
化

身
の
仏
が
現
わ
れ
て
清
浄
世
界
で
大
乗
三
乗
教
を
説
き
、
大
菩
薩
の
た
め
の
教
え
、

す
な
わ
ち
大
乗
一
乗
は
秘
密
に
さ
れ
る
。
そ
の
下
の
釈
迦
が
教
化
す
る
雑
染
の
衆
生

世
界
で
は
大
乗
教
は
い
か
な
る
形
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
執
著

と
欲
望
を
消
除
す
る
方
法
と
し
て
の
小
乗
教
が
説
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
史
実
と
し

て
の
大
乗
非
仏
説
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

顧
う
に
、
そ
れ
如
来
の
在
世
に
は
、
三
法
蔵
を
以
て
三
学
処
を
詮
ず
。
断
断
乎

と
し
て
多
岐
無
し
。
但
だ
不
思
議
解
脱
に
住
す
る
大
菩
薩
と
及
び
広
慧
の
大
阿

羅
漢
、
天
龍
八
部
等
、
三
摩
地
に
住
し
て
、
大
乗
秘
密
を
預
り
聴
く
も
の
有
る

の
み
。
凡
愚
の
測
知
す
る
所
に
（
13
）

非
ず
。
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釈
尊
在
世
に
説
か
れ
た
小
乗
三
法
蔵
が
明
か
す
の
は
三
学
の
教
え
の
み
で
あ
っ
て
、

大
乗
秘
密
の
教
え
を
聴
い
た
の
は
瞑
想
中
の
不
可
思
議
解
脱
を
得
た
大
菩
薩
、
大
阿

羅
漢
ら
に
限
ら
れ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
釈
尊
の
直
説
で
な
い
大
乗
教

を
普
寂
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
仏
説
と
把
捉
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
普
寂
は
教
判
論
、
就
中
、
華
厳
宗
の
教
相
判
釈
論
を
検
証
す
る
。
華
厳
宗

で
は
盧
舎
那
仏
の
秘
蔵
す
る
教
え
を
別
教
一
乗
と
し
、
一
切
の
小
乗
、
三
乗
等
の
教

え
を
同
教
一
乗
と
考
え
る
。
小
乗
三
乗
の
す
べ
て
の
教
え
は
次
第
に
成
熟
し
て
華
厳

法
界
に
趣
入
せ
し
め
る
方
便
の
教
え
と
捉
え
る
。
こ
れ
を
華
厳
同
教
と
い
う
。
こ
の

同
別
二
教
を
整
理
体
系
化
し
、
一
乗
海
に
導
く
海
図
を
示
す
も
の
が
華
厳
の
五
教
判

な
の
で
あ
る
。『
華
厳
五
教
章
衍
秘
鈔
』
に
よ
れ
ば
、

寂
曰
く
。
妙
な
る
か
な
、
三
祖
の
教
眼
。
…
…
同
別
一
乗
、
五
教
を
建
立
し
て
、

如
来
秘
蔵
を
宣
演
す
。
秘
蔵
は
乃
ち
如
来
蔵
心
な
り
。
…
…
初
め
人
空
智
明
を

開
き
て
煩
悩
を
破
し
分
段
の
殻
を
脱
せ
し
む
。
こ
れ
を
小
乗
と
名
く
。
法
空
智

明
、
二
障
麁
分
を
照
破
し
て
、
菩
薩
三
賢
道
を
成
就
せ
し
む
る
を
こ
れ
を
始
教

と
名
く
。
二
空
智
満
つ
れ
ば
、
則
ち
二
障
の
麁
分
頓
に
尽
き
て
、
如
来
蔵
心
出

現
す
。
こ
れ
を
十
地
と
（
14
）

名
く
。

　

原
文
は
以
下
、
初
地
よ
り
七
地
ま
で
を
終
教
、
第
八
地
に
入
り
煩
悩
が
現
わ
れ
な

く
な
る
状
態
を
頓
教
、
以
後
の
仏
境
界
を
円
教
と
す
る
。
普
寂
は
教
判
論
を
単
な
る

教
相
論
と
捉
え
ず
仏
道
修
行
の
目
標
を
達
す
る
た
め
の
理
論
と
考
え
た
。
自
ら
の
実

践
に
よ
っ
て
如
来
蔵
心
を
開
発
し
て
ゆ
く
道
程
を
示
し
た
も
の
と
把
捉
し
た
。
彼
は

こ
の
よ
う
に
仏
教
、
あ
る
い
は
華
厳
宗
の
教
理
を
踏
え
た
論
理
を
も
っ
て
大
乗
仏
説

を
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
釈
尊
の
正
法
教
た
る
小
乗
教
を
実
行
す
る
こ
と

が
、
後
生
で
大
乗
教
を
実
践
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
と
確
信
し
て
い
た
。
そ
れ
が
次

に
述
べ
る
不
退
浄
土
説
で
あ
る
。

三　

願
生
浄
土
の
理
由

　

普
寂
は
最
晩
年
の
七
十
五
歳
の
時
、
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
の
思
い
を
込
め
て
問

答
形
式
の
仮
名
法
語
『
願
生
浄
土
義
』
を
著
し
弟
子
に
遺
し
て
い
る
。

　

本
書
は
浄
土
宗
義
の
大
要
を
示
す
べ
く
、
ま
ず
安
心
を
総
安
心
と
別
安
心
に
分
け

て
述
べ
、
次
に
起
行
・
作
業
を
示
し
、
さ
ら
に
宗
義
に
関
わ
る
諸
問
題
を
取
り
上
げ

て
普
寂
の
仏
教
教
学
の
理
論
に
立
っ
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

念
仏
に
つ
い
て
は
第
二
起
行
章
に
説
か
れ
、
ま
ず
浄
土
門
の
実
践
の
真
義
と
は
何

か
に
つ
い
て
述
べ
る
。

往
生
浄
土
論
は
奢
摩
他
・
毘
鉢
舎
那
を
正
行
と
し
、
五
門
一
法
句
広
略
相
入
し
、

如
来
智
慧
無
為
法
身
に
会
帰
す
。
こ
れ
勝
解
行
地
未
成
熟
の
菩
薩
を
摂
し
、
速

に
不
退
に
至
ら
し
む
る
易
行
門
な
り
。
導
師
は
観
経
を
判
ず
る
に
、
観
仏
、
念

仏
両
宗
を
以
て
し
、
自
行
化
他
こ
の
宗
猷
に
（
15
）

随
ふ
。

　

世
親
は
『
浄
土
論
』
に
往
生
の
行
は
止
観
を
正
行
と
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
禅
定
修
行

に
よ
っ
て
如
来
の
智
慧
を
獲
得
す
る
と
説
く
。
こ
れ
こ
そ
が
未
熟
な
菩
薩
が
速
か
に

不
退
に
至
る
容
易
な
方
法
で
あ
り
、
善
導
も
観
経
の
実
践
の
教
え
を
観
仏
と
念
仏
と

捉
え
、
自
ら
行
じ
他
に
も
勧
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
禅
観
こ
そ
が
浄
土
門
の
理
想

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
問
題
と
し
て
末
世
の
衆
生
に
は
容
易
な
行
で
は

な
い
。然

る
に
末
世
濁
乱
の
衆
生
は
、
識
颺あ
が

り
心
飛
て
、
観
成
じ
が
た
し
。
た
だ
口
称

念
仏
は
声
に
随
ふ
。
三
昧
功
高
く
し
て
進
み
易
く
、
三
機
遍
く
摂
し
、
速
に
三

昧
を
発
し
往
業
成
弁
せ
し
む
る
勝
益
あ
る
ゆ
へ
、
選
び
と
り
て
正
業
と
し
、
余
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は
み
な
助
業
と
す
。
…
…
然
れ
ば
五
種
正
行
を
立
給
ふ
所
詮
は
、
心
を
一
境
に

注
め
て
雑
慮
を
制
止
し
、
速
に
往
業
成
弁
し
三
昧
発
得
せ
し
む
る
の
秘
術
な
り
。

上
の
旨
に
よ
ら
ず
し
て
専
修
を
立
る
は
、
全
く
仏
祖
の
正
旨
に
あ
ら
ず
。
…
…

然
ら
ば
専
修
の
要
旨
は
、
心
を
一
処
に
制
し
、
雑
慮
を
鎮
遏
す
る
に
（
16
）

あ
り
。

　

し
か
し
末
世
の
衆
生
は
心
が
動
揺
し
、
観
想
が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
慮
っ
て
口
称

の
念
仏
こ
そ
声
に
随
っ
て
心
が
集
中
し
易
く
、
誰
に
も
で
き
る
三
昧
な
の
で
こ
れ
を

正
業
と
し
た
の
で
あ
る
。
五
種
正
行
は
ど
こ
ま
で
も
心
を
集
中
し
、
雑
念
を
止
め
て

三
昧
発
得
す
る
秘
術
で
あ
る
。
こ
の
主
旨
を
は
ず
し
て
専
修
と
い
う
の
は
仏
祖
の
真

意
を
損
う
も
の
で
あ
る
。
専
修
と
は
一
処
に
心
を
止
め
雑
念
を
止
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
仏
教
の
正
道
に
立
つ
三
昧
念
仏
の
実
践
者
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ

に
違
う
考
え
方
に
強
い
批
判
が
生
ず
る
の
は
当
然
と
い
え
る
。
そ
れ
を
情
見
の
念
仏

者
で
あ
る
と
判
ず
る
。

い
は
ゆ
る
情
見
と
は
情
謂
を
以
て
念
仏
一
法
を
執
相
堅
着
し
、
た
だ
余
法
余
行

を
嫌
忌
し
、
最
も
専
念
を
障
る
重
煩
悩
、
麁
妄
念
も
全
く
遮
妨
す
る
心
な
く
、

世
の
五
欲
恩
愛
名
利
等
に
心
を
委
ぬ
、
た
と
ひ
念
仏
す
れ
ど
も
世
念
心
の
主
と

な
る
ゆ
へ
、
こ
れ
不
至
心
、
虚
仮
心
所
起
の
業
に
て
、
厭
欣
三
心
み
な
真
な
ら

ざ
る
ゆ
へ
、
全
く
専
修
の
実
義
な
し
、
こ
れ
は
こ
れ
祖
師
の
建
立
し
給
ふ
専
修

と
は
そ
の
旨
大
淵
な
り
。
祖
師
の
立
給
ふ
専
修
は
妙
に
濁
世
重
垢
の
衆
生
を
摂

化
し
こ
れ
に
由
て
信
行
を
生
養
し
、
速
に
一
心
を
得
、
往
業
を
成
ぜ
し
む
る
妙

術
な
り
、
情
見
の
専
修
は
こ
れ
万
善
を
障
蔽
し
、
妄
情
を
滋
長
す
る
の
栽
蘖げ
つ

な

（
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り
。

　

誤
っ
た
念
仏
と
は
情
念
に
立
つ
見
解
で
念
仏
の
一
行
に
こ
だ
わ
り
、
他
の
考
え
方

を
無
視
し
、
専
念
す
る
こ
と
に
障
害
と
な
る
煩
悩
、
妄
念
を
断
つ
こ
と
な
く
、
日
常

の
五
欲
、
恩
愛
名
利
に
心
を
ま
か
せ
る
念
仏
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
至
ら
ぬ
、
虚
仮

心
か
ら
起
こ
る
念
仏
業
で
は
娑
婆
を
厭
い
浄
土
を
欣
う
三
心
も
み
な
偽
り
で
専
修
と

は
い
え
な
い
。
祖
師
の
教
え
る
専
修
と
は
濁
世
の
重
垢
の
衆
生
を
救
い
、
信
行
を
培

養
し
、
一
向
な
心
の
う
ち
に
往
生
業
な
ら
し
め
る
妙
術
の
こ
と
で
あ
る
。
情
見
に
基

づ
く
専
修
は
万
善
の
障
り
と
な
り
、
妄
情
を
盛
ん
に
す
る
ひ
こ
ば
え
で
あ
る
。
彼
が

口
を
極
め
て
非
難
す
る
情
見
の
念
仏
に
は
本
願
ぼ
こ
り
の
信
仰
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

普
寂
は
第
一
総
安
心
章
に
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
が
浄
土
門
の
根
基
で
あ
る
と
述

べ
、
ま
ず
厭
穢
に
三
品
の
機
を
示
し
、
欣
浄
に
仰
信
解
信
の
重
要
性
を
説
く
。
ま
た

第
二
起
行
章
で
一
心
の
必
要
を
強
調
す
る
。
浄
土
往
生
を
信
じ
一
向
念
仏
す
る
こ
と

が
大
前
提
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
の
専
修
の
念
仏
の
理
想
の
あ
り
よ
う
を
三
昧
発
得

に
求
め
て
も
い
る
。

　

彼
は
前
述
し
た
よ
う
に
教
判
を
如
実
に
実
践
し
、
自
ら
仏
の
正
法
を
実
現
し
よ
う

と
願
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
の
浄
土
往
生
の
独
自
の
意
義
に
つ
い
て
第
七
聖
浄
分
別
章

に
次
の
如
く
に
述
べ
て
い
る
。

通
途
外
凡
の
衆
生
は
発
心
已
去
十
信
心
を
修
す
る
こ
と
、
一
万
劫
を
歴
て
不
退

位
に
至
る
。
こ
の
中
間
動や
や

も
す
れ
ば
無
数
の
生
死
を
受
て
進
退
定
ら
ず
。
こ
れ

を
難
行
道
と
名
け
、
陸
路
の
歩
行
に
喩
ふ
。
浄
土
門
は
生
を
浄
土
に
託
し
て
、

速
に
不
退
位
に
到
る
な
り
。
菩
薩
十
信
心
一
万
劫
を
歴
る
う
ち
、
五
種
の
難
縁

あ
り
て
往
々
退
堕
す
。
こ
の
退
を
恐
る
ゝ
ゆ
へ
、
ま
ず
生
を
浄
土
に
託
し
、
速

に
不
退
を
得
、
三
賢
十
地
の
道
、
か
の
土
に
お
い
て
成
（
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満
す
。

　

こ
こ
で
は
菩
薩
道
に
お
い
て
不
退
位
に
至
る
こ
と
の
困
難
度
を
陸
路
の
歩
行
に
喩

え
、
浄
土
門
は
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
速
や
か
に
修
行
の
後
退
す
る
こ
と

の
な
い
不
退
位
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
菩
薩
行
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
難
縁
が
あ
っ
て
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不
退
位
を
得
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
ま
ず
浄
土
に
往
生
し
不
退
を
得
れ
ば
成
仏
は
約

束
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
普
寂
は
こ
こ
に
有
名
な
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
易
行
品
の
所
説

を
用
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
普
寂
流
に
解
釈
し
自
ら
の
浄
土
思
想
を
述
べ
て
い
る
。
し

か
し
そ
こ
に
仏
の
本
願
力
や
易
行
の
語
を
見
る
こ
と
は
な
い
。

四　

普
寂
の
行
学

　

普
寂
は
江
戸
長
泉
律
院
に
住
し
た
時
、
自
ら
を
「
苾
芻
普
寂
」
と
名
乗
り
、
生
涯

を
釈
迦
在
世
の
正
法
時
の
比
丘
で
あ
る
と
の
自
覚
に
生
き
て
い
た
。
そ
し
て
人
生
の

後
半
は
講
義
と
著
述
に
専
念
す
る
学
匠
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
若
き
時
代
、
諸
寺
を

め
ぐ
り
諸
師
に
教
え
を
求
め
た
遍
歴
期
に
は
、
捨
世
僧
た
ち
を
訪
ね
断
食
苦
行
や
念

仏
三
昧
行
に
勤
め
て
い
る
。
先
述
の
関
通
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。

　

二
十
九
歳
の
時
、
般
舟
三
昧
の
発
得
を
体
験
し
て
い
る
。

こ
の
九
十
日
に
必
ず
三
昧
を
得
ん
と
決
志
し
て
、
心
に
常
に
阿
弥
陀
仏
の
相
好

光
明
身
を
憶
想
す
。
口
に
恒
に
阿
弥
陀
仏
名
を
称
え
、
日
別
の
称
名
八
万
或
い

は
九
万
声
な
り
。
一
期
ま
さ
に
半
ば
せ
ん
と
す
る
に
、
忽
然
と
し
て
心
中
に
、

起
信
論
等
所
説
の
大
乗
諸
法
の
縁
生
無
性
の
趣
を
顕
現
す
。
こ
れ
を
従
前
学
ぶ

所
の
聞
所
成
慧
に
対
望
す
る
に
、
旨
趣
全
く
一
な
れ
ど
も
、
死
活
頗
る
異
な
る
。

こ
こ
に
於
い
て
、
大
乗
教
法
の
大
旨
、
了
然
と
し
て
解
を
（
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発
す
。

　

九
十
日
は
天
台
宗
の
常
行
三
昧
に
定
め
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
間
に
三
昧
発
得
を

目
指
し
阿
弥
陀
仏
身
を
憶
想
し
、
激
烈
な
称
名
行
を
行
じ
て
い
る
。
一
時
、
起
信
論

等
大
乗
論
書
に
説
く
縁
起
無
自
性
を
悟
っ
た
が
、
そ
れ
は
論
書
を
読
ん
で
得
た
理
解
、

す
な
わ
ち
聞
慧
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
修
慧
の
如
き
行
の
体
験
智
で
理
解
の
内
容
は

全
く
異
な
る
も
の
で
、
大
乗
教
法
の
な
ん
た
る
か
を
悟
っ
た
と
い
う
。

　

三
十
四
歳
の
時
、
禅
寺
で
坐
禅
を
修
行
し
、
こ
の
時
期
念
仏
を
併
修
し
て
い
る
。

三
十
三
歳
の
時
生
じ
た
三
大
疑
団
は
こ
の
頃
の
修
行
で
解
決
さ
れ
て
い
る
。

或
時
は
、
坐
禅
と
念
仏
と
相
半
ば
に
修
す
。
…
…
或
い
は
唯
だ
称
名
の
み
の
時
、

或
い
は
唯
だ
坐
禅
の
み
の
時
、
三
五
度
忽
然
と
し
て
思
所
成
慧
を
発
す
。
こ
れ

を
経
論
に
証
し
そ
の
旨
脗ふ
ん

合ご
う

す
れ
ば
乃
ち
筆
を
操
り
て
こ
れ
を
片
紙
に
誌
す
。

寂
、
製
す
る
所
の
香
海
一
諦
、
大
抵
は
こ
の
時
の
所
発
心
相
を
記
録
（
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せ
り
。

　

念
仏
、
坐
禅
中
に
三
慧
の
中
の
思
慧
に
よ
っ
て
諸
仏
典
に
検
証
し
た
須
弥
山
、
大

乗
仏
説
、
因
果
輪
廻
の
三
疑
問
は
解
決
さ
れ
、
こ
の
時
の
記
録
を
ま
と
め
た
の
が

『
香
海
一
諦
（
渧
）』
だ
と
い
う
。
上
述
の
諸
経
験
は
聞
思
修
の
三
慧
を
体
得
さ
せ
て

い
る
の
で
あ
る
。

吾
が
門
下
の
多
く
は
、
義
学
に
執
し
て
事
行
を
軽
ん
ぜ
り
。
こ
れ
汝
等
が
罪
な

り
。
そ
れ
義
学
は
目
の
如
く
、
事
行
は
足
の
如
し
。
目
足
相
扶
け
て
、
よ
く
到

る
所
有
り
。
縦
え
義
学
有
り
と
も
、
も
し
事
行
欠
け
れ
ば
、
い
ず
く
ん
ぞ
清
涼

池
に
到
る
を
得
ん
や
。
願
生
浄
土
義
に
余
の
所
懐
を
述
ぶ
。
余
の
滅
後
、
汝
等

す
べ
か
ら
く
依
行
す
べ
し
。
無
常
迅
逸
（
速
）、
脚
下
方
仞じ
ん

、
必
ず
失
す
る
こ

と
な
（
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）

か
れ
。

　

自
分
の
門
下
生
た
ち
は
学
問
に
よ
る
理
論
追
求
に
執
着
し
実
際
の
修
行
を
軽
視
し

て
い
る
。
両
者
は
あ
た
か
も
目
的
地
で
あ
る
清
涼
池
に
達
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
目

と
足
の
如
き
関
係
で
あ
る
。
こ
の
書
に
は
そ
の
た
め
の
大
切
な
問
題
点
が
述
べ
て
あ

る
の
で
読
ま
れ
よ
。

　

普
寂
は
諸
宗
の
伝
統
的
な
教
学
に
執
わ
れ
ず
自
己
の
思
想
を
主
張
し
た
。
そ
の
た

め
に
諸
宗
か
ら
異
端
の
学
僧
と
し
て
蛇
蝎
の
如
く
忌
避
さ
れ
た
。
ま
た
浄
土
宗
の
著

名
な
学
僧
大
我
は
三
冊
の
批
判
書
を
出
版
し
激
し
く
論
争
を
挑
ん
だ
と
い
う
。
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浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

　

普
寂
の
信
仰
は
晩
年
の
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
厭
離
穢
土
・
欣
求
浄
土
の
往
生
思

想
に
あ
る
。
穢
土
で
の
仏
教
者
と
し
て
の
生
涯
は
持
律
主
義
に
徹
し
、
正
法
教
た
る

三
法
印
を
究
明
す
る
三
学
実
修
の
声
聞
僧
で
あ
り
、
後
生
は
浄
土
に
生
じ
て
不
退
位

を
目
指
す
菩
薩
と
な
る
と
い
う
確
信
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

第
三
章
　

浄
土
宗
の
近
代
化
と
信
仰
運
動

 

│
山
崎
弁
栄
の
光
明
会
と
仏
教
へ
の
視
座
│

は
じ
め
に

　

第
一
章
で
大
乗
仏
教
の
成
立
を
述
べ
る
中
、
そ
の
時
代
背
景
の
変
化
が
新
し
い
大

乗
運
動
を
喚
起
し
た
と
述
べ
た
。
浄
土
宗
の
近
世
か
ら
近
代
へ
の
転
換
も
同
様
な
こ

と
が
い
え
る
。
い
わ
ゆ
る
浄
土
宗
の
大
乗
仏
教
化
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、

仏
陀
釈
尊
が
説
い
た
真
意
の
解
明
で
あ
り
、
浄
土
宗
に
目
を
転
ず
れ
ば
法
然
上
人
の

開
宗
の
真
意
を
解
明
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
大
乗
化
と
私
は
い
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い

は
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
伝
統
浄
土
宗
教
団
を
保
守
性
の
強
い
強
大
な
イ
ン
ド
の

説
一
切
有
部
教
団
と
す
れ
ば
、
以
下
に
の
べ
る
山
崎
弁
栄
の
光
明
会
と
椎
尾
弁
匡
の

共
生
会
は
、
大
乗
化
運
動
の
任
い
手
集
団
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

明
治
か
ら
大
正
、
昭
和
に
か
け
て
日
本
浄
土
教
は
真
宗
も
含
め
て
転
換
期
を
迎
え

た
。
理
由
は
中
世
的
な
浄
土
教
を
も
っ
て
し
て
は
明
治
以
後
の
日
本
人
を
説
得
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
の
出
現
で
あ
る
。
中
世
に
は
一
貫
し
て
現
世

否
定
の
思
想
動
向
、
現
世
超
越
的
傾
向
が
強
い
。
浄
土
教
の
「
捨
此
往
彼
、
蓮
華
化

生
」
の
信
仰
は
、
生
き
て
い
る
現
実
世
界
を
厭
い
捨
て
、
未
来
の
彼
岸
に
あ
る
阿
弥

陀
浄
土
の
理
想
世
界
へ
の
願
生
を
目
指
す
。
し
か
し
近
代
は
こ
の
よ
う
な
思
想
に
対

し
て
批
判
的
で
あ
り
、
科
学
、
哲
学
、
宗
教
に
至
る
ま
で
が
な
べ
て
彼
岸
世
界
よ
り

現
実
そ
の
も
の
に
関
心
が
集
中
せ
ら
れ
、
む
し
ろ
現
実
世
界
そ
の
も
の
に
究
極
の
価

値
が
お
か
れ
て
さ
え
い
る
。
こ
れ
を
思
想
の
近
代
化
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
潮

流
に
あ
っ
て
山
崎
弁
栄
、
渡
辺
海
旭
、
矢
吹
慶
輝
、
椎
尾
弁
匡
、
友
松
円
諦
等
の
先

覚
者
が
出
現
し
そ
れ
ぞ
れ
に
浄
土
教
の
近
現
代
化
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

浄
土
宗
の
近
現
代
史
で
そ
の
主
流
を
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
二
人
の
浄
土
宗
侶
の
信

仰
運
動
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
考
察
を
加
え
た
い
。

　

日
本
の
近
代
批
評
を
確
立
し
た
小
林
秀
雄
と
多
変
数
解
析
函
数
論
の
大
問
題
を
解

決
し
た
世
界
的
数
学
者
岡
潔
と
の
対
話
『
人
間
の
建
設
』（
新
潮
文
庫
）
の
文
中
、

岡
が
近
代
数
学
と
情
緒
の
関
係
を
述
べ
る
一
節
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
仏
教
の
光
明
主

義
」
に
つ
い
て
話
す
場
面
が
あ
る
。
岡
は
か
つ
て
光
明
主
義
の
主
唱
者
山
崎
弁
栄
の

著
述
『
無
辺
光
』
を
講
談
社
か
ら
出
版
、
自
ら
内
容
解
題
の
一
文
を
認し
た
ため
た
こ
と
も

あ
る
。
ま
た
最
近
で
は
世
界
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
で
知
ら
れ
る
井
筒
俊
彦
の
研
究

者
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
で
も
あ
る
批
評
家
若
松
英
輔
が
山
崎
弁
栄
の
宗
教
思
想
に

強
く
注
目
し
て
い
る
。

　

山
崎
弁
栄
（
一
八
五
九
│
一
九
二
〇
）
の
生
涯
は
、
近
代
日
本
の
胎
動
・
誕
生
・

発
展
の
渦
中
に
あ
っ
て
法
然
上
人
の
浄
土
教
の
近
代
的
再
興
と
復
活
を
企
て
た
。
そ

の
教
学
は
阿
弥
陀
仏
の
放
つ
十
二
種
の
光
明
の
中
に
全
宇
宙
を
包
含
す
る
宗
教
哲
学

的
な
体
系
を
構
築
し
た
も
の
で
、
光
明
主
義
と
い
い
、
弁
栄
は
そ
の
同
信
同
行
の
集

ま
り
で
あ
る
光
明
会
の
主
唱
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
弁
栄
聖
者
、
ま
た
は
弁
栄
上
人
と

呼
ば
れ
た
。

　

弁
栄
の
伝
記
に
は
田
中
木
又
『
日
本
の
光　

弁
栄
上
人
伝
』（
光
明
修
養
会
、
一
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九
三
六
年
）
と
藤
堂
恭
俊
『
弁
栄
聖
者
』（
光
明
連
合
本
部
、
一
九
五
九
年
）
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
河
波
昌
の
著
書
（
後
に
記
す
）
と
『
山
崎
弁
栄
展　

宗
教
の
彼
方
、
新
た

な
る
地
平
』（
長
谷
川
画
廊
、
二
〇
一
〇
年
）
の
年
譜
を
用
い
る
。

一　

そ
の
生
涯

　

山
崎
弁
栄
研
究
の
第
一
人
者
で
、
光
明
修
養
会
上
首
を
つ
と
め
る
宗
教
哲
学
者
河

波
昌
は
、
弁
栄
の
生
涯
を
八
期
に
分
け
て
（
22
）

い
る
。

　
《
生
い
立
ち
》

　

弁
栄
上
人
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
下
総
の
国
、
手
賀
村
鷲
野
山
（
千
葉
県
東

葛
飾
郡
沼
南
町
）
の
農
家
に
生
ま
れ
た
。
姓
は
山
崎
で
幼
名
啓
之
助
と
い
っ
た
。
父

の
嘉
平
は
熱
心
な
念
仏
信
者
で
平
日
三
千
遍
の
念
仏
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
。
啓
之
助

は
神
童
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
十
二
歳
の
時
に
空
中
に
三
尊
を
想
見
し
た
。
十
五
歳

の
頃
か
ら
独
学
で
仏
書
を
読
み
始
め
、
家
業
の
農
作
業
に
も
励
ん
だ
。

　
《
出
家
学
道
》

　

二
十
一
歳
（
明
治
一
三
年
）　

鷲
野
谷
医
王
寺
で
本
寺
の
東
漸
寺
大
谷
大
康
の
も

と
出
家
得
度
、
弁
栄
と
改
名
、
天
台
、
浄
土
の
講

義
を
受
け
た
。

　

二
十
二
歳
（
明
治
一
四
年
）　

上
京
。
芝
増
上
寺
、
浅
草
日
輪
寺
（
時
宗
）、
田

端
東
覚
寺
（
真
言
宗
）
に
止
宿
。
伝
通
院
主
の
大

田
了
胤
に
は
『
往
生
論
註
』『
成
唯
識
論
述
記
』

『
倶
舎
論
』、
日
輪
寺
で
は
卍か
ず

山や
ま

弁
老
に
『
原
人

論
』『
大
乗
起
信
論
』『
首
楞
厳
経
』
等
を
学
ん
だ
。

さ
ら
に
駒
込
吉
祥
寺
で
卍
山
師
の
『
華
厳
五
教

章
』
の
講
義
を
聞
き
、
通
学
の
途
上
の
称
名
中
に

華
厳
法
界
観
を
感
得
し
た
。

　

二
十
三
歳
（
明
治
一
五
年
）　

筑
波
山
に
二
ヶ
月
間
参
籠
、
称
名
一
日
十
万
遍
を

称
え
、
成
就
の
時
に
そ
の
境
地
を
偈
に
読
ん
だ

（
後
に
関
説
）。
こ
の
年
の
十
一
月
に
東
漸
寺
大
康

よ
り
宗
戒
両
脈
を
相
承
し
て
い
る
。

　

二
十
四
歳
（
明
治
一
六
年
）　

東
漸
寺
末
寺
の
宗
円
寺
に
籠
り
黄
檗
版
一
切
経
を

閲
読
、
三
ヶ
年
で
読
了
し
た
。
こ
の
間
に
若
き
求

道
者
弁
栄
の
こ
と
を
聞
い
た
増
上
寺
管
長
福
田
行

誡
が
使
者
を
出
し
て
訪
問
を
求
め
た
こ
と
が
あ
っ

た
。

　

二
十
五
歳
（
明
治
一
七
年
）　

大
康
老
師
遷
化
、
百
日
間
の
報
恩
別
時
念
仏
を
修

し
た
。

　
《
善
光
寺
の
建
立
と
仏
跡
参
拝
》

　

二
十
七
歳
（
明
治
一
九
年
）　

新
寺
建
立
の
勧
進
始
ま
る
。

　

三
十
一
歳
（
明
治
二
三
年
）　

浄
土
宗
本
校
（
現
在
の
大
正
大
学
）
設
立
の
た
め

に
細
字
米
粒
名
号
、
書
画
を
勧
募
の
資
料
と
し
て

提
供
。
こ
れ
が
新
築
の
資
金
と
な
っ
た
。

　

三
十
二
歳
（
明
治
二
四
年
）　

新
寺
落
成
し
、
善
光
寺
と
命
名
。

　

三
十
四
歳
（
明
治
二
六
年
）　

浅
草
誓
願
寺
（
住
職
荻
原
雲
台
）
に
イ
ン
ド
仏
跡

参
拝
事
務
所
を
お
き
巡
拝
を
発
願
。
雲
台
は
弁
栄

上
人
に
帰
依
し
、
世
界
的
な
梵
語
学
者
荻
原
雲
来

博
士
の
師
で
あ
っ
た
。
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浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

　

三
十
五
歳
（
明
治
二
七
年
）　

仏
跡
参
拝
の
た
め
横
浜
港
を
出
、
翌
年
ブ
ッ
ダ
ガ

ヤ
参
拝
、
帰
国
。

　
《
阿
弥
陀
経
図
絵
と
新
た
な
宗
教
活
動
》

　

三
十
八
歳
（
明
治
三
〇
年
）　

施
本
『
訓
読
阿
弥
陀
経
図
絵
』
第
一
版
発
行
。
二

十
五
万
部
印
行
し
こ
れ
を
巡
錫
の
地
で
頒
布
し
た
。

『
附
解
釈
和
讃
唱
歌
』を
施
本
に
作
る
。
オ
ル
ガ
ン
、

バ
イ
オ
リ
ン
、
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
を
用
い
て
仏
教

唱
歌
を
教
え
る
布
教
を
行
っ
た
。

　

三
十
九
歳
（
明
治
三
一
年
）　

伝
道
は
関
東
一
円
か
ら
東
海
地
方
へ
と
広
範
囲
に

わ
た
っ
た
。

　

四
十
一
歳
（
明
治
三
三
年
）　

愛
知
県
下
巡
錫
中
、
肺
炎
を
患
い
新
川
法
城
寺
で

療
養
。
病
後
に
鎌
倉
千
手
院
滞
在
中
に
『
浄
土
教

報
』
主
筆
原
青
民
と
親
交
、
原
は
こ
の
間
に
三
昧

発
得
を
体
験
し
て
い
る
。
関
東
、
関
西
を
広
く
布

教
。

　
《
新
法
門
の
始
ま
り
》

　

四
十
四
歳
（
明
治
三
六
年
）　
『
無
量
寿
尊
光
明
歎
徳
文
及
要
解
』
印
行
。
十
二

光
体
系
へ
の
萌
芽
が
窺
わ
れ
る
。

　

四
十
五
歳
（
明
治
三
七
年
）　

最
初
の
礼
拝
文
（
礼
拝
儀
の
原
型
）
発
表
。

　

四
十
六
歳
（
明
治
三
八
年
）　
『
仏
教
要
理
問
答
』
初
版
出
版
。
父
嘉
平
、
七
十

八
歳
で
死
去
。
公
刊
書
に
「
仏
陀
禅
那
」
の
別
号

を
用
い
る
よ
う
に
（
23
）

な
る
。『
如
来
十
二
光
和
偈
』『
如

来
三
身
讃
歌
』
公
表
。
十
二
光
体
系
の
基
盤
の
形

成
を
見
る
。

　

四
十
七
歳
（
明
治
三
九
年
）　

浄
土
宗
よ
り
大
僧
都
の
僧
階
に
叙
任
。

　

五
十
一
歳
（
明
治
四
三
年
）　
「
如
来
心
光
教
会
主
唱
者
」
を
名
乗
る
。

　

五
十
三
歳
（
明
治
四
五
年
）　

法
然
上
人
七
百
年
大
遠
忌
が
あ
り
、
筑
後
善
導
寺

貫
主
広
安
真
髄
師
の
手
引
き
で
九
州
に
布
教
、
九

州
巡
錫
の
間
、
光
明
主
義
の
教
理
と
教
団
の
具
体

化
を
見
る
。

　

五
十
三
歳
（
大
正 

元 

年
）　

母
な
お
死
去
。

　
《
光
明
主
義
と
教
団
の
形
成
》

　

五
十
四
歳
（
大
正
二
年
）　

筑
後
福
岡
大
善
寺
に
お
け
る
浄
土
宗
教
学
講
習
会

で
「
浄
土
哲
学
」
を
講
義
。
光
明
主
義
教
学
の
組

織
的
講
義
と
な
る
。『
自
覚
の
曙
光
』
印
行
。

　

五
十
五
歳
（
大
正
三
年
）　
『
光
明
会
趣
意
書
』（
一
枚
刷
）
頒
布
。
如
来
光
明

会
と
い
う
信
仰
団
体
を
結
成
、
信
仰
運
動
に
入
る
。

　

五
十
七
歳
（
大
正
五
年
）　
『
如
来
光
明
礼
拝
儀
』
発
行
。
知
恩
院
の
教
学
高

等
講
習
会
で
「
宗
祖
の
皮
髄
」
と
題
し
て
講
述
。

こ
れ
を
知
恩
院
の
要
請
に
よ
り
刊
行
。

　

五
十
八
歳
（
大
正
六
年
）　

一
月
、
芝
の
多
聞
室
に
て
土
屋
観
道
師
、
中
島
観

琇
老
師
の
三
人
で
共
同
生
活
。
三
月
、
知
恩
院
勢

至
堂
で
第
一
回
別
時
念
仏
三
昧
会
開
催
。
朝
鮮
、

満
州
に
伝
道
。

　

五
十
九
歳
（
大
正
七
年
）　

三
月
、
浄
土
宗
よ
り
権
僧
正
に
叙
任
。
六
月
、
知

恩
院
夏
安
居
高
等
講
習
会
に
て
「
浄
土
教
義
」
と
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し
て
講
述
。

　
《
当
麻
無
量
光
寺
入
山
と
晩
年
の
活
躍
》

　

五
十
九
歳
（
大
正
七
年
）　

七
月
、
神
奈
川
県
当
麻
山
無
量
光
寺
（
時
宗
本

山
）
の
住
職
と
な
り
、
六
十
一
世
法
主
他
阿
上
人

と
称
す
。

　

六
十
歳
（
大
正
八
年
）　

光
明
学
園
開
園
。
八
月
、
長
野
県
上
諏
訪
の
唐
沢

山
阿
弥
陀
寺
で
第
一
回
別
時
指
導
。
十
月
、
広
島

県
廿
日
市
町
潮
音
寺
の
念
仏
三
昧
会
で
「
念
仏
七

科
三
十
七
道
品
」
講
述
。
生
前
の
光
明
教
学
研
修

の
結
集
と
し
て
最
大
の
も
の
と
な
る
。
十
一
月
、

「
ミ
オ
ヤ
の
光
」（
月
刊
）
第
一
回
発
行
。

　
《
柏
崎
別
時
会
と
臨
終
》

　

六
十
二
歳
（
大
正
九 

年
）　

十
一
月
、
新
潟
県
柏
崎
、
極
楽
寺
念
仏
三
昧
会
指

導
。
十
七
日
に
発
病
、
二
週
間
あ
ま
り
の
闘
病
の

後
、
十
二
月
四
日
早
朝
、
入
寂
。

二　

画
期
の
覚
悟

　

弁
栄
の
生
涯
の
大
略
を
年
譜
形
式
で
追
っ
た
が
、
加
え
て
生
涯
の
画
期
と
な
っ
た

出
来
事
の
心
証
や
思
想
の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
《
念
仏
三
昧
発
得
》

　

そ
の
第
一
は
、
明
治
十
五
年
の
筑
波
山
参
籠
時
の
念
仏
三
昧
の
修
行
に
つ
い
て
で

あ
る
。
そ
の
前
年
に
駒
込
吉
祥
寺
で
卍か
ず

山や
ま

師
よ
り
『
華
厳
五
教
章
』
の
講
義
を
聴
講

し
田
端
東
覚
寺
に
往
復
す
る
間
、
称
名
中
に
法
界
観
門
を
成
就
、
直
後
に
東
京
遊
学

を
中
止
し
た
。
そ
の
後
に
鷲
野
谷
医
王
寺
に
籠
り
二
十
一
日
間
の
断
食
、
称
名
念
仏

を
修
す
。
了
っ
て
い
よ
い
よ
筑
波
山
に
入
山
、
二
ヶ
月
の
間
、
昼
間
は
岩
屋
、
夜
は

こ
れ
を
出
て
岩
の
上
で
念
仏
三
昧
に
専
念
し
た
。
そ
の
時
、
三
昧
発
得
し
入
我
我
入

の
境
地
を
詠
ん
だ
偈
が
、

弥
陀
身
心
遍
法
界　
　

弥
陀
の
身
心
は
法
界
に
遍
く
、

衆
生
念
仏
仏
還
念　
　

衆
生
仏
を
念
ず
れ
ば
、
仏
も
還
た
念
じ
た
ま
う
。

一
心
専
念
能
所
亡　
　

一
心
専
念
す
れ
ば
能
所
亡
じ
、

果
満
覚
王
独
了
了　
　

果
満
の
覚
王
、
独
り
了
了
た
り
。

で
あ
る
。
阿
弥
陀
の
法
界
身
は
宇
宙
に
遍
く
存
在
し
、
衆
生
と
仏
が
互
に
深
く
念
じ

合
う
。
衆
生
が
一
心
に
専
ら
仏
を
念
ず
れ
ば
、
主
客
が
一
に
な
っ
て
仏
独
り
明
々
と

現
前
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
神
秘
体
験
が
以
後
の
弁
栄
の
生
涯
を
貫
く

宗
教
活
動
の
源
泉
と
な
っ
た
。

　
《
光
明
主
義
の
成
立
》

　

第
二
は
、
光
明
主
義
思
想
の
成
立
を
自
覚
し
た
心
境
を
信
者
へ
の
書
簡
（
明
治
四

十
三
年
十
二
月
）
に
記
し
て
い
る
。
そ
の
前
年
に
は
従
来
の
『
阿
弥
陀
経
図
絵
』
を

題
材
と
し
、
浄
土
宗
の
伝
統
教
義
で
あ
る
順
次
往
生
を
説
く
布
教
か
ら
、『
無
量
寿

経
』
上
巻
の
歎
徳
章
に
あ
る
阿
弥
陀
仏
の
十
二
の
光
明
に
よ
る
現
実
的
な
救
済
を
説

く
布
教
に
転
換
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
の
転
換
が
上
人
自
身
の
自
内
証
の
深

化
に
基
づ
い
て
齎
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
書
簡
の
後
半
に

は
、

世
間
文
化
大
い
に
発
達
せ
り
。
宗
教
の
み
独
り
開
発
せ
ざ
る
の
理
あ
ら
ん
や
。

こ
こ
に
お
い
て
、
如
来
ひ
そ
か
に
こ
の
愚
昧
な
る
小
弟
子
を
え
ら
み
て
、
こ
れ

を
開
く
べ
き
宝
鑰や
く

（
鍵
）
を
授
与
し
給
え
る
な
り
。
故
に
撰
ば
れ
た
る
小
弟
子
、



一
五

　
　
　
　

浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

み
ず
か
ら
不
敏
を
顧
み
ず
、
十
二
光
に
よ
り
て
如
来
の
霊
徳
を
密
か
に
開
く
の

命
に
奉
ず
。
み
ず
か
ら
感
謝
措
く
こ
と
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
宇
宙
の
真
理
は
悉

く
十
二
光
に
よ
り
て
示
せ
り
。
よ
っ
て
如
来
光
明
三
昧
を
以
っ
て
主
義
と
し
奉

る
な
り
（
24
）

…
…
。

　

は
じ
め
に
世
間
文
化
の
発
達
を
謳
う
の
は
、
明
治
三
十
年
代
に
な
っ
て
渡
来
し
た

西
欧
文
化
受
容
へ
の
反
省
が
次
第
に
起
こ
り
、
仏
教
を
含
め
た
日
本
固
有
の
精
神
文

化
の
再
自
覚
が
生
ま
れ
、
仏
教
思
想
の
創
造
的
把
促
が
生
ま
れ
て
く
る
。
弁
栄
の
上

述
の
変
化
も
そ
れ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。
文
中
の
「
宇
宙
の
真
理
は
悉
く
十
二
光

に
示
せ
り
」
と
は
、
後
の
十
二
光
の
光
明
体
系
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

そ
し
て
書
簡
の
最
後
は
、

三
世
諸
仏
は
、
此
の
光
明
に
よ
り
て
成
仏
し
た
ま
え
り
。
一
切
の
聖
賢
は
此
の

霊
徳
に
よ
り
て
得
度
し
た
ま
え
り
。
そ
の
の
ち
寐
て
も
さ
め
て
も
光
明
三
昧
に

て
候
。
此
の
光
明
を
総
表
す
る
も
の
は
南
無
阿
弥
陀
仏
に
て
候
。

と
結
ば
れ
て
い
る
。
新
し
い
法
門
が
開
示
さ
れ
、
そ
れ
が
大
乗
仏
教
の
伝
統
に
準
拠

し
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
称
名
一
行
に
結
実
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
《
教
団
の
発
足
》

　

第
三
は
、
そ
の
光
明
主
義
を
人
々
に
宣
布
し
、
同
信
同
行
の
参
加
を
募
り
信
仰
団

体
を
結
成
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
決
意
す
る
。
弁
栄
は
大

正
三
年
に
純
熟
し
た
如
来
光
明
主
義
の
内
容
と
そ
の
信
条
を
表
明
し
た
。『
如
来
光

明
会
趣
意
書
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
教
団
は
、
如
来
と
い
う
唯
一
の
大
ミ
オ
ヤ
を
信
じ
、
そ
の
慈
悲
と
智
慧
と

の
心
的
光
明
を
獲
得
し
、
精
神
的
に
現
世
を
通
じ
て
永
遠
の
光
明
に
入
る
教
団

な
り
。
…
…
お
よ
そ
一
切
の
人
類
は
、
そ
の
大
ミ
オ
ヤ
の
分
子
た
る
仏
性
は
具

す
れ
ど
も
、
大
ミ
オ
ヤ
の
慈
悲
と
智
慧
と
の
光
明
に
よ
ら
ざ
れ
ば
、
霊
性
を
顕

彰
す
る
こ
と
あ
た
わ
ず
。
こ
の
永
遠
不
滅
の
霊
活
な
る
大
ミ
オ
ヤ
の
実
在
と
そ

の
真
理
な
る
こ
と
を
実
証
し
た
ま
う
教
祖
釈
迦
牟
尼
は
、
こ
と
に
明
ら
か
に
そ

の
大
光
明
に
接
触
す
る
の
道
と
い
う
べ
き
八
万
四
千
の
法
を
説
き
た
ま
え
り
。

こ
の
大
光
明
を
八
万
の
方
面
に
わ
た
り
て
教
え
給
い
し
は
、
あ
た
か
も
太
陽
の

光
は
一
な
れ
ど
も
、
照
ら
さ
る
る
も
の
は
無
量
な
る
が
ご
と
し
。
さ
れ
ば
吾
人

が
仏
陀
の
教
え
に
信
頼
し
て
信
念
功
を
な
す
時
は
、
か
な
ら
ず
霊
的
光
明
に
感

触
し
て
、
無
明
の
夜
あ
け
て
、
光
明
界
中
の
人
と
な
り
ぬ
べ
し
。
然
し
て
こ
の

光
明
中
の
人
と
な
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
大
ミ
オ
ヤ
の
聖
寵
に
よ
り
清
き
心
の
御

子
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
相
互
に
真
実
親
愛
の
情
を
も
っ
て
あ
い
待
す
る
に
い
た

る
べ
し
。
人
た
る
も
の
、
こ
の
天
地
間
に
生
を
う
け
、
万
物
の
霊
長
た
り
。
こ

の
光
明
を
獲
得
せ
ず
し
て
可
な
ら
ん
や
。
…
…
お
も
う
に
、
今
や
わ
が
国
民
は
、

外
部
の
文
明
は
長
足
の
進
歩
を
も
っ
て
発
達
し
、
今
日
の
隆
盛
を
見
る
に
い
た

れ
り
。
こ
れ
よ
り
は
宗
教
お
よ
び
道
徳
等
の
方
面
に
お
い
て
大
い
に
進
む
べ
き

時
期
到
来
せ
り
。
長
ら
く
眠
り
お
り
し
国
民
の
内
的
霊
性
が
覚
醒
せ
ざ
る
べ
か

ら
ざ
る
暁
は
近
づ
け
り
。
宗
教
は
人
類
の
内
的
生
活
を
高
尚
に
し
、
ま
た
正
善

に
し
、
か
つ
幸
福
を
感
ぜ
し
む
る
も
の
な
り
。
こ
こ
に
お
い
て
吾
人
は
時
機
相

応
の
信
仰
的
団
体
を
結
び
、
共
に
教
理
を
研
究
し
、
ま
た
信
念
を
修
養
し
て
、

互
に
あ
い
提
携
し
、
真
理
の
大
ミ
オ
ヤ
の
聖
意
に
か
な
う
清
き
同
胞
と
し
て
光

明
の
裡う
ち

に
生
活
し
、
現
在
を
通
じ
て
精
神
的
に
永
遠
の
浄
界
に
進
行
す
る
を
目

的
と
せ
ん
。
願
わ
く
は
わ
が
敬
愛
せ
る
清
き
同
胞
衆
生
よ
、
吾
人
は
相
互
に
弟

た
り
兄
た
り
。
共
に
た
ず
さ
え
て
大
ミ
オ
ヤ
の
光
明
の
大
道
を
進
ま
ん
こ
と
を

望
む
も
の
な
り
。
こ
こ
に
教
団
を
結
び
て
そ
の
目
的
を
達
せ
ん
と
欲
す
る
ゆ
え
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弁
栄　
　

　

こ
れ
を
少
し
く
簡
略
に
す
れ
ば
、

こ
の
教
団
は
唯
一
絶
対
の
大
ミ
オ
ヤ
を
信
じ
、
大
ミ
オ
ヤ
の
慈
悲
と
智
慧
の
光

明
を
獲
得
し
て
、
精
神
的
に
現
世
か
ら
未
来
を
通
し
て
永
遠
の
光
明
に
入
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。
一
切
の
人
類
は
大
ミ
オ
ヤ
の
分
身
で
あ
る
仏
性
を
具
す
る

が
、
如
来
の
光
明
に
よ
ら
な
け
れ
ば
そ
の
霊
性
を
発
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

大
ミ
オ
ヤ
の
実
在
と
そ
の
真
理
を
実
証
し
た
の
が
釈
尊
で
あ
り
、
八
万
四
千
の

法
を
説
か
れ
た
。
そ
の
教
え
を
信
頼
し
、
信
念
が
実
を
結
べ
ば
霊
的
光
明
に
触

れ
て
無
明
は
な
く
な
り
光
明
の
人
と
な
る
。

我
が
国
民
は
外
来
の
文
明
に
よ
っ
て
外
部
は
進
歩
し
た
が
、
宗
教
、
道
徳
の
方

面
は
い
ま
だ
進
歩
し
て
い
な
い
。
宗
教
は
人
類
の
内
的
生
活
を
豊
か
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
現
状
を
鑑
み
て
こ
れ
に
相
応
し
い
信
仰
団
体
を
結
成
し
た
の

で
あ
る
。

と
い
う
。
弁
栄
の
時
代
認
識
の
確
か
さ
と
そ
れ
に
最
も
的
確
な
教
え
、
ま
さ
に
時
機

相
応
の
教
え
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
認
識
内
容
は
現
代
に
も
再
自
覚
さ

れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
翌
大
正
四
年
に
か
け
て
『
浄
土
教
義
』『
諸
宗
の
精
要
』『
大
霊
の
光
』

『
如
来
光
明
讃
の
頌
』
等
、
光
明
主
義
の
理
解
を
計
る
た
め
の
著
作
物
が
順
次
出
版

さ
れ
た
。

　

大
正
四
年
、『
光
明
礼
拝
式
』（
翌
年
『
如
来
光
明
礼
拝
儀
』
に
改
訂
）
が
出
版
。

光
明
主
義
を
実
践
体
現
す
る
に
相
応
し
い
独
自
の
礼
拝
式
（
勤
行
式
）
が
成
立
す
る
。

三　

仏
教
へ
の
視
座

　
　

１　

法 

然 

観

　

弁
栄
の
生
涯
を
振
り
返
っ
た
時
、
生
い
立
ち
、
出
家
学
道
か
ら
臨
終
に
至
る
ま
で

彼
を
支
え
た
生
活
環
境
、
師
友
、
師
弟
に
至
る
ま
で
の
多
く
が
、
伝
統
的
な
浄
土
宗

の
精
神
的
環
境
の
中
に
あ
り
、
浄
土
宗
門
の
人
と
し
て
生
き
て
い
た
。
確
か
に
学
道

期
に
は
仏
教
教
学
を
修
す
べ
く
他
宗
の
師
の
講
義
を
受
け
、
晩
年
に
は
時
宗
の
当
麻

無
量
光
寺
の
法
主
と
し
て
住
職
に
就
い
て
い
る
。
当
麻
入
山
を
決
め
た
の
は
、
光
明

主
義
と
い
う
時
機
相
応
の
教
え
を
伝
道
す
る
た
め
の
便
利
上
、
時
宗
の
籍
を
も
っ
て

し
た
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
彼
は
徹
底
し
て
浄
土
門
人
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ
。

　

そ
の
彼
が
法
然
浄
土
教
に
対
し
て
自
ら
の
理
解
を
具
現
し
、
そ
の
再
興
に
真
正
面

か
ら
取
り
組
ん
だ
一
例
が
『
宗
祖
の
皮
髄
』
の
講
述
で
あ
っ
た
。
弁
栄
が
光
明
会
を

立
ち
上
げ
た
二
年
後
の
大
正
五
年
に
知
恩
院
の
高
等
教
学
講
習
会
の
講
師
と
し
て
招

か
れ
、「
浄
土
教
義
の
信
仰
」
を
担
当
、
そ
の
講
題
が
『
宗
祖
の
皮
髄
』
で
あ
っ
た
。

た
だ
し
講
師
の
任
命
が
宗
門
か
ら
公
表
さ
れ
る
と
宗
門
内
の
異
論
が
湧
き
立
っ
た
。

時
の
教
学
部
長
竹
石
耕
善
は
「
噂
の
よ
う
に
聖
者
が
異
安
心
で
あ
る
か
、
い
な
か
を

こ
の
際
直
接
そ
の
話
を
聞
い
て
判
断
す
る
の
に
は
大
変
よ
い
機
会
で
は
な
い
か
。
た

だ
巷
談
の
み
に
た
よ
ら
ず
、
先
ず
聞
い
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と

で
事
は
結
着
し
た
。
そ
し
て
講
説
後
に
『
宗
祖
の
皮
髄
』
は
知
恩
院
法
教
科
か
ら
出

版
さ
れ
た
。

　
『
皮
髄
』
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
荘
重
な
文
で
は
じ
ま
る
。

謹
ん
で
思
ん
み
る
に
、
わ
れ
ら
何
の
幸
い
に
か
、
宗
祖
の
ご
と
き
霊
的
人
格
を

備
え
た
ま
え
る
大
偉
人
の
末
裔
と
し
て
き
よ
き
血
脈
を
相
承
し
、
清
き
吉
水
の
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流
れ
を
汲
む
こ
と
を
え
た
る
。
わ
れ
ら
は
宗
祖
の
聖
き
生
命
霊
的
人
格
を
欣
慕

し
て
や
ま
ず
。
つ
い
て
は
宗
祖
の
霊
的
人
格
の
内
容
実
質
は
、
い
か
な
る
要
素

を
も
っ
て
形
成
さ
れ
し
か
。
…
…
宗
祖
の
霊
的
内
容
の
豊
富
な
る
が
ご
と
く
わ

れ
ら
は
信
念
を
養
い
、
宗
祖
の
霊
的
実
質
を
充
実
す
る
ご
と
く
、
わ
れ
ら
は
宗

教
心
を
充
実
せ
ん
こ
と
を
期
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

　

こ
の
よ
う
な
文
章
で
著
述
の
根
本
的
な
動
機
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
講
題

の
由
縁
が
達
磨
大
師
の
門
下
に
得
道
の
深
浅
を
品
評
し
た
故
事
を
示
し
た
後
に
、

わ
れ
ら
宗
祖
に
血
脈
を
稟
け
て
安
心
起
行
を
同
じ
う
す
る
も
、
あ
る
い
は
宗
祖

の
皮
に
接
す
る
あ
り
、
あ
る
い
は
骨
に
髄
に
触
る
る
者
あ
ら
ん
。
念
仏
三
昧
の

起
行
の
功
果
を
し
て
、
そ
の
所
詣
の
程
度
に
し
た
が
っ
て
宗
祖
に
触
れ
、
そ
の

分
に
応
じ
て
宗
祖
の
人
格
に
触
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
血
統
を
受
け
た
る
資
格
を

成
就
す
る
な
る
べ
し
。

ま
た
起
行
に
し
て
い
よ
い
よ
進
む
と
き
は
、
造
詣
す
る
と
こ
ろ
、
ま
す
ま
す
深

き
に
到
ら
ん
。
こ
の
程
度
が
や
が
て
最
後
の
試
金
石
と
も
な
る
往
生
の
日
に
、

九
品
の
階
級
と
な
る
ゆ
え
ん
な
ら
ん
。
ゆ
え
に
わ
れ
ら
は
、
安
心
を
重
ん
ず
る

と
と
も
に
功
果
の
内
容
を
豊
富
に
し
、
実
質
の
充
実
を
奨
励
す
る
も
の
な
り
。

よ
っ
て
講
題
を
「
宗
祖
の
皮
髄
」
と
あ
ら
わ
し
た
る
ゆ
え
ん
（
26
）

な
り
。

　

安
心
と
と
も
に
念
仏
三
昧
の
起
行
の
功
果
に
よ
っ
て
宗
祖
の
人
格
に
触
れ
る
度
合

い
が
異
な
る
か
ら
、
起
行
の
内
容
を
充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の

深
化
の
過
程
を
宗
祖
の
霊
的
な
宗
教
経
験
の
世
界
を
謳
っ
た
道
詠
（
和
歌
）
を
通
し

て
解
明
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

法
然
は
『
選
択
集
』
を
撰
述
し
安
心
起
行
の
要
義
を
述
べ
た
。
法
然
自
身
は
当
然

そ
の
内
容
を
批
判
し
吟
味
し
た
上
で
浄
土
教
義
を
形
成
し
た
が
、
こ
れ
を
組
織
的
に

論
述
し
な
か
っ
た
た
め
に
門
下
は
そ
の
理
解
の
異
な
り
か
ら
分
派
し
た
。
弁
栄
は
明

確
に
二
祖
聖
光
「
鎮
西
国
師
を
通
じ
て
宗
祖
の
正
統
を
稟
く
る
を
得
べ
し
。
よ
っ
て

安
心
起
行
の
形
式
は
『
授
手
印
』
を
基
礎
と
す
る
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
著
述
の
中
に
は
河
波
昌
が
述
べ
る
よ
う
に
「
弁
栄
教
学
に
は
、
法
然
浄
土
教

を
ど
こ
ま
で
も
そ
の
根
源
底
へ
と
参
究
す
る
こ
と
に
よ
る
法
然
の
近
代
に
お
け
る
再

建
と
も
い
わ
れ
る
べ
き
性
格
が
見
ら
（
27
）

れ
る
」
の
で
あ
る
。

　
　

２　

釈
迦
信
仰

　
『
宗
祖
の
皮
髄
』
に
は
三
心
の
一
、
深
心
を
法
然
上
人
の
道
詠
「
わ
れ
は
た
だ
仏

に
い
つ
か
あ
ふ
い
草　

心
の
つ
ま
に
か
け
ぬ
日
ぞ
な
き
」
に
擬
え
て
説
明
す
る
。
そ

れ
は
阿
弥
陀
如
来
と
自
己
と
が
合
一
す
る
宗
教
的
心
情
と
捉
え
ら
れ
る
。
ま
た
神
人

合
一
の
三
昧
に
つ
い
て
、

真
空
に
偏
せ
ず
妙
有
に
執
せ
ず
、
中
道
に
あ
っ
て
円
か
に
照
ら
す
智
慧
の
光
と

慈
愛
の
熱
と
あ
り
て
、
真
善
微
妙
の
霊
天
地
に
神こ
こ
ろを

す
ま
し
遊
ば
す
は
、
こ
れ

大
乗
仏
陀
釈
迦
の
三
昧
、
ま
た
わ
が
宗
祖
の
入
神
の
と
こ
ろ
な
り
と
す
。
こ
い

ね
が
わ
く
は
、
識こ
こ
ろ神
を
浄じ
ょ
う
ど域
に
遊
ば
し
む
る
こ
と
を
期
（
28
）

せ
よ
。

と
述
べ
、
阿
弥
陀
如
来
と
合
一
す
る
三
昧
が
、
大
乗
仏
陀
釈
迦
、
さ
ら
に
は
宗
祖
の

三
昧
に
通
底
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

文
中
の
「
大
乗
仏
陀
釈
迦
の
三
昧
」
の
語
は
い
さ
さ
か
説
明
を
要
す
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
れ
は
前
述
し
た
『
無
量
寿
経
』
巻
上
「
如
来
光
明
歎
徳
章
」
の
説
法
者
で

あ
る
釈
迦
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
大
乗
経
典
な
る
無
量
寿
経
」
の
説
者
で
あ

る
か
ら
、
こ
れ
を
「
大
乗
仏
陀
釈
迦
」
と
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宗
祖
も

ま
た
こ
の
三
昧
を
獲
得
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
こ
の
語
に
由
来
す
る
と
推
定
さ
れ
る
の
が
、
弁
栄
の
別
号
「
仏
陀
禅

那
」（
明
治
三
十
八
年
以
降
に
用
い
ら
れ
る
）
の
語
で
、
そ
の
意
味
は
「
仏
陀
釈
迦

の
禅
定
に
到
達
し
た
者
」
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

　

弁
栄
の
釈
迦
崇
拝
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
彼
は
明
治
二
十
七
年
十
二
月
に
イ
ン
ド

仏
跡
へ
旅
立
ち
、
翌
年
一
月
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
に
参
拝
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
明
治
九

年
（
一
八
七
六
）、
真
宗
の
南
条
文
雄
、
笠
原
研
寿
の
二
人
の
学
僧
が
発
達
し
た
仏

教
研
究
法
を
学
ぶ
べ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
留
学
し
た
の
に
対
し
、
弁
栄
は
ひ
た
す
ら
開

祖
釈
尊
の
聖
地
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
（
た
だ
南
条
も
帰
国
の
途
上
で
イ
ン
ド
仏
跡
を

参
拝
し
て
い
る
）。

　

し
か
し
な
が
ら
弁
栄
も
ま
た
西
洋
か
ら
持
ち
帰
ら
れ
た
最
先
端
の
仏
教
研
究
の
成

果
に
無
関
心
の
は
ず
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
姉
崎
正
治
の
『
現
身
仏
と
法
身
仏
』

（
明
治
三
十
七
年
刊
）
を
通
し
て
仏
陀
、
仏
身
観
に
思
索
を
め
ぐ
ら
せ
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。（
彼
は
姉
崎
訳
の
ハ
ル
ト
マ
ン
著
『
宗
教
哲
学
』（
明
治
三
十
一
年
刊
）
を
読

み
、
批
評
し
て
い
る
）。
こ
う
し
た
原
始
仏
教
研
究
に
触
れ
る
状
況
は
彼
の
釈
迦
理

解
を
深
め
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

仏
教
の
原
点
は
い
う
ま
で
も
な
く
釈
迦
の
正
覚
に
あ
る
。
そ
れ
へ
の
直
結
を
阻
み
、

一
種
の
隔
た
り
を
設
け
て
き
た
日
本
仏
教
の
特
色
と
い
え
る
宗
派
（
祖
師
）
仏
教
へ

の
疑
問
を
本
質
論
者
で
あ
る
彼
は
考
え
て
い
た
に
違
い
な
い
。
釈
迦
仏
教
へ
の
思
慕

と
回
帰
へ
の
想
い
を
窺
わ
せ
る
も
の
に
、
阿
弥
陀
仏
の
法
報
応
の
三
身
即
一
観
が
あ

る
。

　

彼
の
釈
迦
信
仰
が
如
実
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
に
多
く
の
作
品
が
遺
る
三
昧
仏
と

呼
ば
れ
る
雲
上
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
観
音
菩
薩
と
並
ん
で
出
山
釈
迦
像
、
釈
迦
三
尊

像
等
が
あ
る
。『
礼
拝
儀
』
に
は
釈
迦
を
謳
っ
た
美
し
い
讃
歌
や
詩
偈
が
収
め
ら
れ

て
い
る
。

　

河
波
は
、
弁
栄
に
お
い
て
は
「
法
然
浄
土
教
へ
の
限
り
な
き
徹
底
が
、
そ
の
ま
ま

法
然
仏
教
の
限
定
を
も
乗
り
越
え
て
、
仏
教
そ
れ
自
体
の
根
源
的
な
共
通
の
世
界
を

開
く
こ
と
」（
前
掲
二
八
二
頁
）
に
な
り
、
釈
尊
仏
教
そ
の
も
の
へ
の
直
結
が
見
ら

れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　

３　

大
乗
仏
教
観

　

も
う
一
度
、『
宗
祖
の
皮
髄
』
に
示
さ
れ
た
「
大
乗
仏
陀
釈
迦
の
三
昧
」
の
語
に

注
目
し
よ
う
。
弁
栄
は
大
乗
仏
教
に
お
い
て
釈
迦
の
真
実
な
姿
と
思
想
が
開
顕
さ
れ

た
と
考
え
た
。
就
中
、
そ
れ
は
大
乗
経
典
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
第
一
章
で
述
べ
た
よ

う
に
、
大
乗
仏
教
の
経
典
製
作
者
た
ち
が
仏
陀
の
真
意
を
求
め
た
如
く
に
経
典
は
釈

尊
の
正
覚
の
世
界
を
開
示
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
弁
栄
は
『
皮
髄
』
の
序

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
お
も
う
に
大
乗
仏
教
の
経
典
は
、
仏
陀
が
自
己
内

感
の
霊
味
を
賛
頌
し
た
る
も
の
な
ら
ん
と
信
ず
」
と
い
い
、
宗
祖
の
精
神
世
界
の
内

容
を
窺
う
に
は
上
人
の
道
詠
に
依
遵
す
る
の
が
最
も
よ
い
と
し
、
こ
れ
に
順
じ
て
法

然
の
宗
教
世
界
を
開
陳
す
る
。

と
こ
ろ
で
彼
は
大
乗
仏
教
の
特
質
に
つ
い
て
、

小
乗
教
の
朴
質
な
る
意
識
よ
り
進
み
来
り
て
大
乗
仏
教
は
最
も
理
想
高
遠
に
し

て
幽
言
深
邃
な
る
豊
饒
な
る
宗
教
意
識
な
れ
ば
、
現
実
世
界
を
超
越
し
た
る
精

神
界
の
内
容
即
ち
観
念
世
界
の
方
面
の
み
を
示
せ
り
。
故
に
そ
の
所
説
の
要
素

は
概
し
て
三
昧
定
中
の
内
面
を
説
明
し
た
る
も
の
に
し
て
、
そ
の
内
容
を
窺
わ

ん
と
す
る
に
は
三
昧
に
入
り
て
観
念
世
界
に
通
入
す
る
に
非
ざ
れ
ば
そ
の
本
質

立
義
に
悟
達
す
る
こ
と
を
能
わ
ざ
る
は
大
乗
仏
教
の
特
質
な
り
。
…
…
故
に
す



一
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浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

べ
て
の
大
乗
仏
教
に
教
う
る
処
の
常
住
現
在
の
仏
陀
に
接
せ
ん
に
は
、
仏
智
見

を
開
示
せ
ざ
れ
ば
そ
の
本
質
意
識
に
達
入
す
る
な
し
。
故
に
大
乗
仏
教
の
真
実

内
容
を
識し

ら
ん
と
欲
せ
ば
須
ら
く
精
神
の
内
容
に
入
る
べ
き
三
昧
に
よ
ら
ざ
る

べ
か
（
29
）

ら
ず
。

と
述
べ
て
、
大
乗
仏
教
の
真
実
の
内
容
は
仏
陀
の
三
昧
定
中
の
内
面
を
説
い
た
も
の

で
、
そ
の
本
意
、
意
義
は
三
昧
に
よ
ら
な
け
れ
ば
体
解
で
き
な
い
と
述
べ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
現
代
の
仏
教
学
者
も
考
察
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
弁
栄
の
場

合
は
如
説
修
行
、
す
な
わ
ち
実
験
体
得
し
た
こ
と
に
質
的
な
相
異
が
あ
る
。

　
　
　

第
四
章
　

浄
土
宗
の
近
代
化
と
信
仰
運
動

 

│
椎
尾
弁
匡
の
共
生
会
と
大
乗
仏
説
論
│

　
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
は
古
く
は
生
態
学
の
用
語sym
biosis

の
翻
訳
語
と
し
て
用

い
ら
れ
、
現
代
で
は
社
会
科
学
を
は
じ
め
と
す
る
広
い
分
野
で
現
代
思
想
を
捉
え
る

キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
に
近
代
の
最
も
早
い
時
期
、
宗

教
哲
学
的
な
概
念
を
与
え
、
思
想
運
動
の
徴
表
と
し
た
の
が
椎
尾
弁
匡
（
一
八
七
六

│
一
九
七
一
）
で
あ
る
。

一　

道
詠
と
生
涯

　
　

こ
こ
ろ
生
き　

身
い
き　

事
い
き　

物
も
生
き

　
　
　

人
み
な
生
き
る　

と
も
い
き
の
里
（
国
）

　
　

時
は
い
ま　

処
あ
し
も
と　

そ
の
こ
と
に

　
　
　

う
ち
こ
む
生い
の
ち命　

永と

久わ

の
み
い
の
ち

　

椎
尾
の
詠
ん
だ
和
歌
の
う
ち
で
最
も
よ
く
知
ら
れ
、
彼
の
思
想
信
仰
を
端
的
に
語

っ
た
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
一
切
の
死
有
を
棄
却
し
て
、
す
べ
て
が
本
当
に
生
き
て

や
ま
な
い
覚
醒
進
歩
の
仏
国
浄
土
、
す
な
わ
ち
共
生
世
界
の
実
現
を
願
い
、
後
者
は

日
常
の
業
務
生
活
に
真
実
の
人
間
の
生
き
る
道
が
あ
り
、
そ
こ
に
永
遠
の
い
の
ち
を

見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
業
務
念
仏
の
あ
り
よ
う
を
謳
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
浄
土
宗
の
宗
義
で
は
そ
の
究
極
の
目
的
を
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
と

定
め
た
、
い
わ
ゆ
る
未
来
往
生
の
教
え
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
宗
義
か
ら

す
れ
ば
、
椎
尾
の
い
う
現
実
の
世
界
に
共
生
極
楽
と
い
う
理
想
世
界
を
築
き
、
そ
の

実
現
を
も
た
ら
す
念
仏
の
意
義
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
浄
土
教
の
捉
え
方
は
、
彼
の
仏
教
哲
学
と
し
て
結
実
し
た
共
生
の
思
想

に
基
づ
く
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
椎
尾
の
生
涯
に
触
れ
て
お
こ
う
。
彼
は
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
生
ま

れ
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
に
そ
の
生
涯
を
終
わ
る
。
そ
の
間
、
浄
土
宗
僧

侶
で
あ
り
つ
つ
仏
教
学
者
、
社
会
啓
蒙
思
想
家
、
共
生
運
動
の
指
導
者
（
師
表
）、

教
育
者
、
政
治
家
（
国
会
議
員
）、
大
正
大
学
教
授
と
し
て
宗
教
学
・
哲
学
研
究
室

の
主
任
、
学
部
長
を
経
て
三
期
に
わ
た
っ
て
学
長
を
つ
と
め
、
ま
た
大
本
山
清
浄
華

院
、
増
上
寺
の
法
主
な
ど
多
面
的
な
分
野
で
活
躍
し
た
。
そ
の
生
涯
の
略
伝
は
師
の

『
喜
寿
記
念　

椎
尾
博
士
と
共
生
』（
共
生
会
出
版
部
、
一
九
五
三
年
）
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
こ
に
辿
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
正
期
に
お
け
る
第
一
次
世
界
大
戦
後
の

社
会
不
安
と
思
想
界
の
混
乱
、
そ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
中
、
戦
後
の
未
曾
有

の
日
本
社
会
の
激
動
期
を
背
景
に
し
て
国
民
覚
醒
運
動
や
共
生
会
の
信
仰
運
動
は
進

め
ら
れ
て
い
っ
た
。
師
は
百
二
十
余
に
及
ぶ
著
述
を
遺
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
三
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十
数
編
の
仏
教
学
術
書
を
除
け
ば
そ
の
大
半
は
宗
教
思
想
の
啓
蒙
書
と
信
仰
書
で
あ

る
。

　

彼
は
「
社
会
の
宗
教
」
を
標
榜
し
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
の
著
述
に
、「
社

会
共
存
の
人
生
に
あ
っ
て
、
人
間
生
活
の
内
に
大
き
な
光
と
力
と
を
掲
げ
る
も
の
が

宗
教
で
あ
る
。
ゆ
え
に
宗
教
は
必
ず
社
会
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
個
人

解
脱
を
考
え
た
の
は
社
会
発
達
の
一
階
梯
で
あ
っ
て
究
竟
相
で
は
な
い
。
究
竟
は
た

だ
社
会
的
事
象
で
あ
っ
て
、
社
会
的
に
解
脱
し
、
真
の
共
生
を
全
う
す
べ
き
の
み
で

あ
る
。
仏
教
は
根
本
よ
り
こ
れ
を
主
張
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

思
想
信
仰
の
啓
蒙
書
の
中
に
は
師
の
教
化
講
演
録
の
出
版
が
多
い
が
、
こ
れ
も
共
生

の
信
念
に
立
っ
て
常
に
社
会
の
動
勢
を
見
据
え
、
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
行
動
し
た
記

録
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
近
代
に
お
け
る
信
仰
運
動
に
は
二
つ
の
傾
向
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
一
は

清
沢
満
之
に
見
ら
れ
る
内
面
的
、
個
人
的
な
体
験
の
世
界
へ
の
沈
潜
を
示
す
傾
向
、

二
は
高
島
米
峯
、
渡
辺
海
旭
ら
の
新
仏
教
運
動
に
見
ら
れ
る
積
極
的
に
社
会
に
向
っ

て
働
き
か
け
る
傾
向
で
あ
る
。
弁
栄
の
光
明
会
は
前
者
、
弁
匡
の
共
生
会
は
後
者
の

傾
向
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

二　

仏
教
哲
学
の
核
心

　

椎
尾
は
著
書
『
仏
教
（
30
）

哲
学
』
の
序
論
で
仏
教
と
い
う
宗
教
を
哲
学
的
に
把
握
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
仏
教
が
「
仏
陀
仏
道
と
し
て
正
し
き
覚
醒
認
識
の
上
に
理
想
の
体

現
を
認
め
、
そ
の
基
礎
と
成
績
と
を
明
確
な
ら
し
め
ん
と
せ
し
こ
と
」
と
述
べ
る
の

は
明
ら
か
に
哲
学
で
あ
り
、
宗
教
は
「
真
人
生
を
追
求
し
体
現
せ
ん
と
す
る
」
も
の

で
あ
る
か
ぎ
り
仏
教
は
宗
教
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
教
に
お
い
て
こ
そ
真
の
哲
学
と
真

の
宗
教
が
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
哲
学
と
宗
教
の
中
核
で
あ
る
正
し
い
覚
醒
認

識
の
基
礎
は
「
縁
起
の
正
観
に
あ
り
、
総
合
的
進
動
の
実
相
を
そ
の
ま
ま
に
認
識
し

体
現
し
充
実
す
る
」
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
る
。

　

釈
尊
の
覚
醒
、
す
な
わ
ち
成
等
正
覚
の
内
容
は
十
二
縁
起
に
始
元
す
る
が
、
そ
の

縁
起
の
実
相
と
は
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

仏
教
は
無
我
の
根
底
に
立
ち
縁
起
の
実
相
を
主
張
い
た
し
ま
す
。
す
べ
て
個
在

の
孤
立
を
認
め
ま
せ
ぬ
。
一
切
は
縁
起
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

り
ま
す
。
誰
人
と
い
え
ど
も
一
個
人
と
し
て
独
在
す
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
肉
体
が
衆
縁
の
合
成
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
存
続
も
ま
た
衆
縁
の
力

で
あ
り
ま
す
。
縁
に
遠
近
の
差
別
こ
そ
あ
れ
、
全
法
界
を
あ
げ
て
、
一
切
が
相

依
相
関
で
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
は
協
同
で
あ
り
共
生
で
あ
り
、

社
会
の
お
か
げ
で
あ
り
（
31
）

ま
す
。

と
平
易
に
説
き
、
仏
教
の
縁
起
を
「
共
生
」（「
と
も
い
き
」
と
読
ま
せ
て
い
る
）
と

表
現
し
て
い
る
。

　

一
再
な
ら
ず
文
中
に
見
ら
れ
る
「
総
合
的
進
動
」
の
語
は
、
峰
島
（
32
）

旭
雄
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
椎
尾
の
「
哲
学
的
確
信
」
に
関
わ
る
言
葉
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の

難
解
な
概
念
を
椎
尾
は
「
白
墨
の
一
片
に
も
天
地
一
切
の
力
が
集
中
し
て
居
る
」

「
一
切
は
天
地
の
力
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
」「
そ
の
有
難
さ
、
尊
さ
を
感
ず
る
所
に

本
当
の
認
識
が
成
立
つ
」
と
宗
教
的
感
慨
を
込
め
て
表
現
し
て
い
る
。

三　

業
務
生
命

　

椎
尾
は
共
生
の
実
践
の
中
核
を
人
間
が
従
事
す
る
業
務
、
す
な
わ
ち
労
働
に
見
い

出
し
て
い
る
。
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業
務
、
す
な
わ
ち
仕
事
は
私
の
生
命
で
あ
り
、
国
家
の
生
命
で
あ
り
、
社
会
の

生
命
で
あ
り
、
全
人
類
の
生
命
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
と
り
も
直
さ
ず
天
地
の
大

生
命
で
あ
る
。
生
き
る
こ
と
は
業
務
に
現
わ
れ
て
満
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
業

務
は
共
生
を
満
足
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
敬
上
慈
下
す
な
わ
ち
供
養
の
業

務
で
あ
る
。
自
分
の
身
心
の
能
力
を
こ
と
ご
と
く
そ
の
仕
事
に
打
込
む
の
で
あ

る
。
こ
の
力
が
社
会
全
体
を
向
上
さ
せ
る
力
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
社
会
全

体
へ
供
養
す
る
精
進
努
力
の
業
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
（
33
）

な
い
。

　

業
務
労
働
に
対
す
る
宗
教
的
意
義
付
け
は
、
西
欧
の
宗
教
改
革
に
よ
る
近
代
的
な

職
業
観
へ
の
転
換
に
見
ら
れ
、
一
方
大
乗
仏
教
に
は
「
資
生
産
業
即
仏
法
」
の
語
句

に
示
さ
れ
、
日
本
に
至
る
ま
で
仏
教
思
想
史
に
点
在
す
る
。
彼
は
「
共
生
道
の
な
か

に
業
務
道
が
飛
び
離
れ
て
は
共
生
道
で
な
く
な
る
。
こ
の
業
務
が
念
仏
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
一
番
大
事
で
（
34
）

あ
る
」
と
述
べ
て
、
業
務
即
念
仏
の
実
践
を
提
唱
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
対
社
会
性
を
重
視
し
た
業
務
念
仏
の
主
張
は
、
大
正
の
後
期
よ
り
昭
和

の
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
の
混
乱
し
た
日
本
社
会
の
正
常
化
と
危
機
的
状
況
か
ら
の
脱

却
を
計
り
、
国
家
の
復
興
を
目
途
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
椎
尾
は
常
に
浄
土
教
が

時
代
を
指
導
し
う
る
力
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
信
念
に
生
き
た
が
、
共

生
の
業
務
念
仏
の
実
践
は
、
当
時
に
限
っ
て
の
一
過
性
の
も
の
で
な
く
時
代
を
超
え

る
普
遍
性
を
具
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四　

共
生
浄
土
教

　

業
務
即
念
仏
を
説
く
け
れ
ど
も
、
椎
尾
の
念
仏
観
は
宗
祖
法
然
の
教
え
を
相
承
す

る
。
そ
れ
は
法
然
上
人
の
史
実
に
見
る
如
く
の
最
後
臨
終
に
至
る
ま
で
の
生
涯
を
貫

い
た
正
念
相
続
の
念
仏
で
あ
る
。
念
仏
生
活
は
「
念
々
の
生
活
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の

中
に
行
わ
る
る
も
の
で
あ
る
」
と
受
け
と
め
、
別
時
の
念
仏
で
な
く
平
常
の
念
仏
が

法
然
の
真
髄
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
称
名
は
「
阿
弥
陀
仏
助
け
給
え
」
と
の
思
い
を

込
め
て
称
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
当
体
で
あ
る
阿
弥
陀
仏
と
は
、

無
量
寿
の
覚
者
で
あ
る
。
今
現
に
十
方
世
界
に
無
礙
に
光
照
し
て
知
力
と
な
り

研
究
と
な
り
覚
醒
と
な
る
、
私
ど
も
が
愚
暗
の
中
に
一
道
の
光
明
を
得
た
と
す

れ
ば
、
こ
れ
弥
陀
の
無
量
光
明
が
こ
こ
に
も
到
達
し
顕
現
し
た
の
で
あ
る
。
か

く
の
ご
と
く
刻
々
に
増
上
し
発
展
し
進
化
せ
し
め
ら
る
る
が
生
命
で
あ
り
、
生

命
の
窮
極
な
き
が
弥
陀
の
無
量
寿
で
あ
る
。
か
か
る
無
量
寿
の
大
正
覚
者
を
阿

弥
陀
仏
と
申
し
（
35
）

奉
る
。

と
捉
え
、
こ
れ
に
帰
命
す
る
こ
と
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
信
仰
で
あ
る
と
説
く
。
そ
し

て
「
念
仏
の
裡
に
全
力
を
如
来
に
托
し
て
働
く
も
の
に
の
み
生
き
た
念
仏
が
あ
る
」

と
説
い
て
常
に
業
務
と
の
関
わ
り
を
忘
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
が
念
仏
と
阿
弥
陀
仏
の
関
係
で
あ
る
が
、
次
に
椎
尾
の
共
生
極
楽
と
往
生
に

対
す
る
理
解
を
示
そ
う
。

　

彼
は
現
今
の
浄
土
教
が
個
人
の
安
心
立
命
の
み
を
追
求
し
、
現
実
生
活
か
ら
遊
離

し
た
未
来
教
に
堕
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
で
は
未
来
に
成
就
さ
れ
る
べ
き
往
生
極

楽
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
真
に
生
き
る
も
の
が
未
来
に
も
真
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
に
生
き
る

と
は
覚
醒
に
導
か
れ
行
く
改
善
で
あ
り
自
由
進
歩
で
あ
る
。
自
己
の
全
力
が
衆

生
を
よ
り
善
か
ら
し
め
ん
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
真
の

大
生
命
阿
弥
陀
仏
を
憧
憬
し
、
帰
命
す
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
涯
分
の
努
力

を
捧
じ
る
も
の
が
現
在
の
真
生
で
あ
り
、
か
か
る
真
生
者
が
未
来
永
遠
に
真
実

生
命
の
世
界
に
趣
入
す
る
を
往
生
極
楽
と
い
う
の
で
（
36
）

あ
る
。
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佛　

教　

文　

化　

研　

究

と
い
う
。
す
な
わ
ち
未
来
と
は
ど
こ
ま
で
も
現
実
の
人
生
社
会
に
お
け
る
真
生
を
通

じ
て
開
か
れ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
極
楽
あ
る
い
は
浄
土
も
ま
た

「
生
け
る
真
生
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
断
え
ず
浄
化
し
美
化
し
向
上
し
て
息

ま
ざ
る
活
生
命
界
で
（
37
）

あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
椎
尾
の
浄
土
教
観
は
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
が
、
凡
夫
の
ま
ま
に
阿
弥

陀
仏
の
本
願
の
救
い
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
た
凡

入
報
土
の
宗
義
と
は
異
な
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。

　

彼
の
作
成
し
た
『
共
生
の
つ
と
め
』
は
、
帰
依
三
宝
・
人
生
・
真
生
・
慚
愧
・
如

来
・
白
道
・
極
楽
の
七
章
か
ら
な
る
。
こ
れ
を
講
釈
し
た
の
が
『
共
生
講
壇
』
で
共

生
浄
土
教
の
概
論
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
、「
人
生
」
か
ら
「
如
来
」

の
前
段
ま
で
の
各
章
が
共
生
信
仰
へ
の
入
門
位
に
当
り
、「
如
来
」の
後
段
か
ら
「
極

楽
」
の
各
章
が
次
第
し
て
出
門
位
に
当
る
。
入
門
位
は
未
信
の
段
階
を
対
象
と
し
、

出
門
位
は
信
仰
を
獲
得
し
新
し
い
人
生
を
実
現
し
て
ゆ
く
段
階
の
人
へ
の
教
え
の
意

味
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
の
修
行
を
明
か
し
た
天
親
の
五
念

門
や
、
善
導
の
読
誦
・
観
察
・
礼
拝
・
称
名
・
讃
嘆
供
養
の
五
種
正
行
説
を
踏
ま
え

て
組
織
さ
れ
て
い
る
。
法
然
義
を
受
け
る
椎
尾
も
ま
た
、
こ
の
中
の
称
名
正
行
を
頂

点
と
し
て
入
出
二
門
を
展
開
す
る
。『
共
生
講
壇
』
に
、

五
念
門
に
し
て
も
五
正
行
に
し
て
も
宗
教
生
活
の
大
切
な
形
式
を
教
え
た
も
の

で
あ
り
ま
す
が
、
い
づ
れ
も
入
門
に
重
き
を
お
き
出
門
は
比
較
的
に
薄
く
説
か

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
共
生
に
お
い
て
は
取
捨
し
て
出
門
に
重

き
を
お
い
て
組
織
し
た
も
の
で
あ
り
（
38
）

ま
す
。

と
述
べ
、「
今
日
の
宗
教
が
実
際
生
活
と
縁
遠
い
の
は
、
入
門
が
本
気
で
な
い
た
め

で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
出
門
の
説
明
が
充
分
で
な
い
か
ら
で
あ
り
ま
す
」
と
出
門

に
重
点
を
お
く
理
由
を
述
べ
て
い
る
。
宗
義
に
お
け
る
凡
入
報
土
説
に
比
較
し
て
凡

夫
、
報
土
、
往
生
の
捉
え
方
が
出
門
の
立
場
か
ら
時
代
に
即
応
す
べ
く
積
極
、
前
進

的
に
解
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
共
生
浄
土
教
の
真
価
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

共
生
運
動
は
日
常
的
社
会
的
な
業
務
生
活
の
上
に
阿
弥
陀
仏
の
真
実
生
命
を
拝
み

感
得
し
て
ゆ
く
新
し
い
浄
土
教
信
仰
で
あ
る
。
師
表
椎
尾
弁
匡
の
学
問
と
思
想
に
裏

付
け
ら
れ
、
ま
た
彼
の
超
人
的
な
活
躍
に
よ
っ
て
日
本
全
国
に
共
鳴
同
信
を
得
た
有

信
有
業
の
教
育
教
化
の
運
動
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五　

大
乗
仏
説
論
の
根
拠

　

椎
尾
の
『
仏
教
経
典
概
説
』「
第
六
章　

大
乗
経
典
成
立
の
根
拠
」
で
は
、
大
乗

経
典
の
編
纂
、
記
述
、
流
布
が
釈
尊
滅
後
五
百
余
年
に
始
ま
っ
た
と
い
う
事
実
を
押

さ
え
た
上
で
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
大
乗
経
典
の
仏
説
論
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　

大
乗
経
典
の
多
く
は
経
典
の
定
型
句
で
あ
る
「
如
是
我
聞
」
か
ら
始
ま
り
、
人
天

諸
処
に
菩
薩
八
部
が
雲
集
す
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。
ま
た
荘
厳
に
言
葉
を
尽
く
し
、

譬
喩
の
長
広
舌
や
文
学
の
荘
飾
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
仏
陀
の
教
理
を
明
示
す

る
た
め
の
形
式
と
考
え
る
べ
き
で
、
こ
の
皮
殻
を
除
去
し
た
と
こ
ろ
に
仏
教
の
中
核

が
あ
る
と
断
ず
る
。
だ
か
ら
「
大
乗
の
仏
説
た
る
と
否
と
は
、
大
乗
経
が
詮
顕
す
る

実
質
は
釈
尊
教
化
の
事
実
中
に
認
む
べ
き
か
否
か
に
存
す
る
。
大
乗
経
典
の
所
詮
は

原
始
仏
教
一
代
教
迹
の
大
義
に
外
な
ら
な
い
こ
と
を
認
む
る
に
難
く
な
い
。
さ
れ
ば

大
乗
経
が
滅
後
五
百
年
は
お
ろ
か
、
か
り
に
今
編
纂
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
ま
た
仏

説
た
る
を
妨
ぐ
る
も
の
で
は
（
39
）

な
い
」
と
仏
説
の
判
断
基
準
の
大
綱
を
示
し
、
釈
尊
一

代
の
教
迹
の
大
義
に
適
合
す
れ
ば
新
仏
典
の
出
現
も
仏
説
と
さ
れ
て
よ
い
と
示
唆
す

る
の
で
あ
る
。
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椎
尾
は
仏
説
の
判
定
基
準
は
あ
く
ま
で
法
印
の
合
不
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
仏
説
論
の
見
地
を
規
定
し
た
上
で
五
条
に
わ
た
る
大
乗
仏
説
の
論
証
を
展
開

す
る
。

　
《
仏
説
の
論
証
》

　

１　

歴
史
的
証
明　

そ
の
内
容
は
、
前
述
の
大
乗
経
典
成
立
論
と
し
て
解
明
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
要
は
大
乗
経
が
龍
樹
以
前
、
カ
ニ
シ
カ
王
代
に
遡
る
べ
き
も
の
で
、

阿
閦
文
字
、
三
三
昧
門
の
経
説
は
、
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
前
代
に
存
在
す
る
可
能
性
が

あ
る
。
と
す
れ
ば
大
乗
経
の
あ
る
部
分
は
五
部
四
阿
含
の
成
立
と
時
を
同
じ
く
す
る
。

五
世
紀
に
法
顕
三
蔵
が
イ
ン
ド
に
大
小
乗
兼
学
の
寺
を
見
た
と
い
う
史
伝
よ
り
も
以

前
、
紀
元
一
世
紀
に
す
で
に
大
乗
小
乗
倶
行
論
の
現
実
は
存
在
し
た
と
推
定
す
る
の

で
あ
る
。

　

２　

聖
典
比
較
法　

こ
こ
で
は
五
部
四
阿
含
と
大
乗
経
典
と
の
関
係
に
言
及
す
る
。

す
な
わ
ち
、

大
乗
経
が
小
乗
経
に
添
加
し
た
こ
と
は
三
蔵
学
者
の
主
張
で
、
事
実
の
し
か
る

も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
固
定
し
た
五
部
四
阿
含
中
に
材
料
を
求
め
て
敷

衍
増
語
し
た
も
の
よ
り
も
、
な
お
定
形
を
有
し
な
い
経
典
が
つ
ね
に
、
さ
ら
に

完
全
な
る
成
典
た
ら
ん
と
し
て
成
立
す
る
の
が
常
で
（
40
）

あ
る
。

と
述
べ
る
。
本
書
の
第
一
章
「
一
切
経
の
意
義
と
そ
の
発
達
」
に
は
、
同
じ
く
「
大

乗
経
の
仏
説
」
の
項
が
あ
り
、
大
乗
仏
説
の
根
拠
が
十
項
に
分
け
て
論
考
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
第
一
に
「
古
経
に
基
づ
く
増
語
な
る
が
ゆ
え
に
（
仏
説
で
あ
る
）」
と
し
、

相
応
部
の
涅
槃
経
が
小
乗
・
大
乗
の
涅
槃
経
類
に
関
係
増
広
す
る
例
を
あ
げ
る
。
そ

し
て
五
部
四
阿
含
は
組
織
伝
説
の
上
か
ら
も
固
定
し
変
更
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

そ
れ
な
ら
ば
大
乗
経
に
連
繋
、
発
展
す
る
も
の
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
椎
尾
は
そ
の
端
緒
は
雑
部
に
求
め
ら
れ
る
と
し
、
そ
の
理
由
を
、

小
乗
各
部
の
雑
部
な
る
も
の
は
存
否
多
少
一
様
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
大
乗
経
の

原
材
は
直
接
古
経
に
基
づ
く
か
、
あ
る
い
は
雑
部
に
属
す
る
も
の
が
多
い
と
せ

ね
ば
な
ら
な
い
。
ゆ
え
に
大
乗
経
の
文
句
、
形
式
、
所
詮
を
小
乗
経
に
比
す
る

に
互
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
あ
る
は
、
た
ま
た
ま
両
者
が
同
一
の
原
材
に
基
づ
い

て
い
る
こ
と
を
示
す
の
み
で
、
そ
れ
を
も
っ
て
小
乗
経
典
が
転
じ
て
大
乗
経
と

な
っ
た
関
係
と
み
る
の
は
、
当
ら
ざ
る
点
が
多
い
。
偈
頌
、
長
行
の
い
ず
れ
よ

り
す
る
も
、
大
乗
経
が
多
く
の
新
語
を
包
含
し
て
後
出
た
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
も
、
し
か
し
必
ず
し
も
〔
小
乗
〕
各
部
が
五
阿
含
よ
り
も
新
で
は
な
い
。
要

は
小
乗
経
は
固
定
し
て
い
る
の
に
、
大
乗
経
は
な
お
発
展
し
て
や
ま
な
い
も
の

が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
小
乗
経
が
原
意
を
固
定
偏
少
な
ら
し
め
て
い
る
の

に
対
し
て
、
大
乗
経
は
原
意
を
充
経
せ
ん
と
し
た
に
す
ぎ
（
41
）

な
い
。

　

以
上
の
指
摘
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
第
一
点
は
小
乗
部
派
伝
持
は
雑
部
に
つ
い

て
は
部
派
に
よ
っ
て
存
否
多
少
の
現
象
が
見
ら
れ
、
そ
の
こ
と
は
部
派
に
よ
っ
て
注

目
度
が
異
な
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
大
乗
経
典
は
特
に
雑
部
に
注
目
し
た

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
点
は
大
乗
経
と
小
乗
経
を
比
較
す
る
と
文
句
、
形
式
、

所
詮
に
一
致
す
る
点
が
あ
る
の
は
、
同
一
の
原
材
料
を
用
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ

れ
を
小
乗
経
典
に
依
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
大
乗
経
典
は
あ
く
ま
で
直
接
的

に
古
経
、
雑
部
を
展
開
さ
せ
た
と
い
え
よ
う
。
第
三
点
は
、
大
乗
経
は
多
く
の
新
語

を
包
含
す
る
な
ど
明
ら
か
に
後
出
で
あ
る
。
し
か
し
小
乗
経
が
原
意
の
固
定
偏
少
の

傾
向
に
陥
っ
た
の
に
対
し
、
大
乗
経
の
特
質
は
原
意
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
点
で
あ
る
。
以
上
、
歴
史
的
証
明
に
よ
っ
て
大
乗
の
古
き
を
、
ま
た
聖
典
比
較
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に
よ
っ
て
大
乗
の
骨
目
が
仏
説
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
す
る
。
い
わ
ば
仏
説

を
客
観
的
科
学
的
に
論
証
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
椎
尾
の
指
摘
に
は
、
現
代
の

研
究
を
的
適
に
先
取
り
し
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
次
の
哲
学
的
、

宗
教
的
、
三
昧
的
証
明
は
主
観
的
な
精
神
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　

３　

哲
学
的
証
明　

三
法
印
、
も
し
く
は
一
実
相
印
な
ど
法
印
に
契
合
す
る
も
の

が
仏
説
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
歴
史
上
偶
然
な
事
実
と
し
て
成
立
し
た
も
の
を
個
々

偶
然
に
放
任
せ
ず
、
内
的
必
然
的
観
察
を
与
う
る
の
を
哲
学
の
任
務
と
す
れ
ば
、
こ

こ
に
大
乗
仏
説
の
哲
学
的
証
明
が
樹
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
哲
学
的
証
明
の
必
要

を
述
べ
る
。
そ
し
て
大
乗
教
義
が
仏
陀
の
本
質
と
釈
尊
に
仏
陀
の
必
然
格
を
与
え
る

も
の
で
あ
れ
ば
、
釈
尊
成
道
の
内
容
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
仏
説
を
立
証
す

る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
こ
の
哲
学
的
証
明
の
詳
述
は
、
彼
の
著
『
仏
教
哲
学
』
に

譲
り
た
い
。

　

４　

宗
教
的
証
明　

哲
学
的
証
明
が
知
的
・
理
論
的
・
必
然
性
に
重
点
を
お
く
の

に
対
し
、
こ
れ
は
信
仰
に
よ
っ
て
仏
凡
関
係
の
必
然
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
真
仏
の
無
縁
の
大
悲
は
一
切
衆
生
を
平
等
一
子
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
衆

生
は
違
理
妄
念
に
よ
っ
て
こ
の
関
係
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
本
質
に

お
い
て
生
仏
一
如
の
普
遍
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
仏
教
信
仰
の
根

底
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
闡
明
す
る
も
の
は
仏
説
で
あ
る
と
す
る
。

　

５　

三
昧
的
証
明　

信
仰
を
前
提
と
し
て
宗
教
的
証
明
を
述
べ
、
こ
こ
で
は
三
昧

と
い
う
宗
教
体
験
に
よ
る
証
明
を
明
ら
か
に
す
る
。
大
乗
経
典
は
常
に
仏
の
三
昧
と

密
接
し
て
展
開
し
、
般
若
、
首
楞
厳
、
般
舟
、
海
印
、
普
超
、
法
華
、
念
仏
の
諸
三

昧
に
典
型
を
見
る
よ
う
に
正
し
く
三
昧
為
宗
で
あ
る
。
三
昧
は
能
所
一
体
の
境
地
で

あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
は
じ
め
て
如
実
の
観
察
が
全
う
さ
れ
、
三
昧
中
に
は
事
実
と

し
て
仏
説
を
聴
受
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
定
力
の
意
業
に
活
動
す
る
三

昧
の
境
地
こ
そ
が
仏
説
で
あ
る
と
す
る
の
が
大
乗
経
典
、
就
中
、
前
掲
の
三
昧
経
典

と
も
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
五
因
は
大
乗
経
典
の
仏
説
論
を
文
献
学
と
歴
史
学
、
そ
し
て
哲
学
的
と
宗

教
的
な
見
地
か
ら
論
証
し
た
も
の
で
、
大
乗
経
典
成
立
の
時
期
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、

仏
説
と
さ
れ
る
真
因
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
要
因
を
充
た
す
こ
と
を

も
っ
て
仏
説
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
大
乗
経
典
は
、
釈
尊
教
化
の
事
実
を
伝
達
す
る

と
い
う
経
典
の
本
来
の
意
味
、
つ
ま
り
伝
道
的
性
格
を
最
も
忠
実
に
継
承
し
て
い
る

と
述
べ
る
。

　
　
　

第
五
章
　

近
代
化
と
実
験

は 

じ 

め 

に

　

山
崎
弁
栄
の
『
宗
祖
の
皮
髄
』
の
序
説
に
次
の
文
が
あ
る
。

安
心
起
行
の
法
を
よ
く
心
得
る
は
浄
土
へ
行
く
道
案
内
記
な
り
。
…
…
浄
土
の
道
に

つ
く
も
の
は
、
そ
の
功
果
と
し
て
道
程
の
経
験
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
心
霊
界
に

お
け
る
浄
土
の
道
中
に
つ
く
ひ
と
も
、
そ
の
心
霊
に
お
け
る
功
果
の
程
度
だ
け
に
何

か
経
験
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
伝
道
家
は
、
お
お
く
の
信
者
を
誘
導
し
て
、
浄
土
の
途み
ち

に
つ
く
と
こ
ろ
の
案
内
者
に
あ
ら
ず
や
。

　

浄
土
往
生
の
要
諦
は
安
心
起
行
の
法
を
知
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

道
案
内
記
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
案
内
記
に
従
っ
て
実
際
に
現
地
を
歩
行
し
、
案

内
の
記
す
と
こ
ろ
を
視
察
し
そ
の
光
景
に
感
動
し
て
み
な
け
れ
ば
案
内
記
の
真
偽
を
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浄
土
宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
す
る
人
の
心
霊
界
に
お
け
る
浄
土
観
照

も
同
様
で
あ
る
。
伝
道
家
も
ま
た
信
者
を
誘
導
す
る
の
に
道
中
の
現
場
体
験
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
こ
の
文
に
つ
け
ら
れ
た
節
名
は
「
浄
土
の
道
し
る
べ
と
道
中
の
実

験
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
実
験
の
意
味
は
後
の
文
中
に
「
道
中
の
な
ぐ
さ

め
」
と
も
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
体
験
の
効
果
と
か
、
神
秘
的
な
経
験
を
指
す
霊
験
の

意
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
現
代
人
が
実
験
と
い
う
言
葉
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
は
実
験
室
・
科
学
実

験
・
ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
に
使
わ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
近
現
代
文
化
を
背
景
と
し
た

意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
こ
と
明
々
白
々
で
あ
る
。

　

実
験
の
意
味
は
『
岩
波
哲
学
・
思
想
辞
典
』
に
よ
る
と
「
科
学
の
理
論
を
経
験
に

よ
っ
て
裏
付
け
た
り
、
逆
に
反
駁
し
た
り
す
る
手
段
の
う
ち
最
も
重
要
な
も
の
」
と

い
う
一
般
的
説
明
が
あ
り
、
科
学
方
法
論
と
し
て
の
説
明
が
続
く
。
別
の
辞
典
に
は

「
仮
説
を
証
明
す
る
手
段
」
と
も
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
実
験experim

ent

は
西
洋

の
科
学
と
そ
の
思
想
に
と
っ
て
重
要
な
方
法
、
手
段
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
日
本
の
近
代
化
は
西
欧
文
化
の
齎
し
た
科
学
と
技
術
の
恩
恵
に
浴
し
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
同
様
に
科
学
に
お
け
る
実
験
も
ま
た
近
代
化
に
重
要
な

役
割
を
果
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
科
学
と
宗
教
は
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。
直
截
に
い
え
ば
宗
教
の

近
代
化
と
科
学
に
お
け
る
実
験
は
ど
う
関
わ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ

を
当
面
の
課
題
で
あ
る
仏
教
ま
た
は
キ
リ
ス
ト
教
の
近
代
化
と
実
験
の
関
わ
り
で
考

え
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
に
見
る
実
験
の
意
味
か
ら
考
え
よ
う
。

一　

内
村
鑑
三
と
綱
島
梁
川

　

内
村
鑑
三
（
文
久
一
〈
一
八
六
一
〉
│
昭
和
五
〈
一
九
三
〇
〉）
は
、
無
教
会
キ

リ
ス
ト
教
の
創
始
者
と
し
て
知
ら
れ
る
伝
道
家
で
あ
る
。
彼
は
自
ら
の
任
務
で
あ
る

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
に
つ
い
て
、

伝
道
に
従
事
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
者
は
実
は
信
者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
伝

道
は
説
教
で
も
な
け
れ
ば
牧
会
で
も
な
い
。
伝
道
は
我
が
心
に
実
験
せ
し
神
の

拯す
く
い救

を
世
に
発
表
す
る
こ
と
で
（
42
）

あ
る
。

と
そ
の
意
味
を
定
義
す
る
。
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
と
は
何
か
、

基
督
教
は
理
論
に
あ
ら
ず
し
て
事
実
な
り
、
実
験
な
り
。
理
論
の
み
を
以
て
基

督
教
を
悟
ら
ん
と
す
る
は
理
論
の
み
を
以
て
化
学
を
研
究
せ
ん
と
す
る
が
如
く

基
督
教
の
何
物
た
る
か
を
了
解
し
能
わ
ざ
る
な
り
（
43
）

…
…
。

と
述
べ
、
ま
さ
に
近
代
を
誕
生
さ
せ
た
科
学
の
実
験
を
例
示
す
る
。
そ
し
て
キ
リ
ス

ト
教
は
理
論
で
は
な
く
心
霊
上
の
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
実
験
す
る
こ
と
だ
と

い
う
。

　

ま
た
キ
リ
ス
ト
教
の
修
養
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

基
督
教
の
修
養
第
一
は
祈
祷
で
あ
り
ま
す
。
…
…
我
等
の
修
養
第
二
は
聖
書
の

研
究
で
あ
り
ま
す
。
…
…
我
等
の
修
養
第
三
は
は
労
働
で
あ
り
ま
す
。
労
働
は

我
等
の
信
仰
を
確
か
む
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
亦
こ
れ
を
固
め
る
者
で
あ
り
ま

す
。
労
働
は
信
仰
の
実
験
で
あ
り
ま
す
。
基
督
教
は
書
斎
の
宗
教
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
又
寺
院
教
会
の
宗
教
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
基
督
教
は
実
際
の
宗
教
で
あ

り
（
44
）

ま
す
。

　

こ
の
中
、
第
二
の
聖
書
研
究
の
特
徴
に
つ
い
て
「
自
分
の
実
験
や
体
験
を
通
し
て
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聖
書
の
啓
示
を
体
得
し
よ
う
と
し
た
こ
と
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
内
村
は
科
学
者
と
し
て
神
秘
主
義
に
対
し
て
距
離
を
取
り
、
次
に
見
る
綱
島

梁
川
の
見
神
体
験
の
よ
う
な
神
秘
経
験
に
疑
い
を
抱
い
た
人
で
も
あ
（
45
）

っ
た
。

　

綱
島
梁
川
（
明
治
六
〈
一
八
七
三
〉
│
明
治
四
〇
〈
一
九
〇
七
〉）
は
哲
学
思
想
家
、

倫
理
学
者
と
し
て
の
業
績
が
多
い
が
、
晩
年
は
宗
教
思
想
家
で
あ
っ
た
。
若
く
し
て

洗
礼
を
受
け
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
な
っ
た
が
、
一
時
教
会
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
二
十

三
歳
の
時
、
喀
血
し
入
院
中
に
牧
師
海
老
名
弾
正
を
知
り
、
闘
病
生
活
の
中
で
宗
教

心
が
蘇
っ
た
。
明
治
三
十
七
（
一
九
〇
四
）
年
、
三
十
一
歳
で
最
初
の
見
神
体
験
を

し
、
都
合
三
回
経
験
す
る
。
彼
の
記
録
が
発
表
さ
れ
る
と
多
く
の
識
者
の
感
想
が
寄

せ
ら
れ
話
題
と
な
っ
た
。
彼
の
述
べ
る
見
神
実
験
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

当
の
刹
那
、
予
は
実
に
我
れ
な
ら
ぬ
我
れ
と
は
な
り
ぬ
。
そ
の
時
、
筆
を
動
か

せ
る
我
れ
は
、
最
早
今
の
今
ま
で
慣
れ
親
し
み
た
る
現
実
の
我
れ
、
凡
習
の
我

れ
に
あ
ら
ず
し
て
、
直
下
に
宇
宙
の
中
心
よ
り
火
の
如
き
活
事
実
と
し
て
現
前

し
来
た
れ
る
一
大
霊
的
活
物
な
り
（
46
）

し
也
。

と
述
べ
、
見
神
と
は
一
大
霊
的
活
物
と
一
体
化
す
る
こ
と
を
い
う
。
ま
た
見
神
の
意

識
内
容
に
つ
い
て
は
、
凡
神
的
と
超
神
的
の
二
面
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

予
の
見
神
の
意
識
が
、
凡
神
的
に
な
る
と
同
時
に
、
又
超
神
的
に
な
る
こ
と
を

了
し
た
る
べ
し
。
予
の
見
た
る
神
は
…
…
正
さ
し
く
予
自
身
の
存
在
に
即
し
て

内
在
的
に
顕
現
し
た
る
な
り
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
予
の
見
神
は
凡
神
的
也
。

さ
は
れ
予
の
見
た
る
神
は
、
ま
た
全
然
予
自
身
と
同
一
な
る
に
は
あ
ら
ず
し
て
、

予
は
そ
の
刹
那
に
於
い
て
、
我
れ
み
づ
か
ら
な
ら
ぬ
大
霊
の
現
前
を
驚
歎
し
、

何
と
な
く
敬
畏
の
念
を
抱
い
て
之
を
打
仰
ぎ
た
る
の
意
識
を
も
併
せ
有
し
た
る

な
り
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
、
予
の
見
神
は
ま
た
超
神
（
47
）

的
也
。

　

そ
し
て
彼
が
見
神
の
実
験
に
よ
り
「
得
た
も
の
」
に
つ
い
て
は
第
一
に
、

天
人
・
父
子
の
関
係
を
実
験
す
る
を
得
。
キ
リ
ス
ト
が
絶
倫
の
天
才
を
も
っ
て

直
覚
し
た
天
人
・
父
子
の
意
識
を
客
観
的
真
理
な
る
こ
と
を
自
証
す
る
を
得
た

り
。

と
自
ら
が
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
得
た
と
（
48
）

い
う
。
第
二
に
、

予
は
見
神
の
実
験
に
よ
り
て
神
の
精
神
的
人
格
性
を
自
証
す
る
こ
と
を
得
た
り
。

…
…
夫
れ
神
は
宏
大
無
辺
、
唯
だ
そ
の
実
有
と
い
う
以
外
、
到
底
人
知
の
把
握

を
超
越
す
。
仏
者
の
所
謂
非
思
量
底
の
一
語
、
以
て
神
の
不
可
知
的
実
相
を
尽

く
す
べ
し
。
…
…
是
に
於
て
か
精
神
的
人
格
は
単
り
吾
人
主
観
の
有
た
ら
ず
し

て
、
ま
た
神
の
客
観
の
有
た
る
を
知
る
。

と
し
て
、
神
の
実
在
と
客
観
的
存
在
な
る
こ
と
を
自
覚
し
た
と
述
べ
る
。
第
三
は
、

永
生
の
確
信
、
是
れ
ま
た
予
が
見
神
の
実
験
に
よ
り
て
得
た
る
一
證
果
也
。

…
…
永
生
と
い
う
自
覚
の
中
に
は
、
過
去
も
未
来
も
う
ず
ま
き
て
唯
だ
一
個
常

楽
の
「
今
」
あ
る
の
み
、
之
を
達
人
常
住
の
家
と
な
す
。

と
永
生
の
確
信
を
述
べ
る
の
は
、
仏
教
者
の
宗
教
体
験
と
近
似
し
た
も
の
が
窺
え
る
。

二　

原
坦
山
と
清
沢
満
之

　

明
治
期
の
仏
教
者
は
文
明
開
化
に
対
応
し
て
仏
教
啓
蒙
思
想
を
展
開
し
た
。
そ
の

一
つ
に
伝
統
的
な
教
学
に
対
し
て
独
自
の
新
し
い
角
度
か
ら
仏
教
を
解
釈
し
よ
う
と

す
る
試
み
が
生
ま
れ
た
。

　

原
坦
山
（
文
政
二
〈
一
八
一
九
〉
│
明
治
二
五
〈
一
八
九
二
〉）
は
曹
洞
宗
の
僧

で
あ
る
。
出
家
す
る
以
前
に
江
戸
の
昌
平
黌
に
入
っ
て
倫
理
学
と
し
て
の
儒
教
、
ま
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宗
近
現
代
史
研
究
へ
の
期
待

た
多
紀
安
叔
の
塾
で
医
学
を
学
ん
だ
。
さ
ら
に
京
都
に
お
い
て
蘭
方
医
小
森
宗
二
に

つ
い
て
解
剖
実
験
に
基
づ
く
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
。

　

明
治
十
二
年
に
東
京
帝
国
大
学
に
は
じ
め
て
印
度
哲
学
科
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
当
時
の
総
長
加
藤
弘
之
は
原
坦
山
を
そ
の
担
当
者
に
推
選
し
た
。
坦
山
は
印

度
哲
学
の
名
の
も
と
で
仏
教
論
書
の
『
大
乗
起
信
論
』
を
講
じ
、「
仏
教
と
自
然
科

学
の
関
係
」
を
テ
ー
マ
に
唯
識
論
も
講
じ
た
。
し
か
し
坦
山
の
こ
の
よ
う
な
試
み
は

突
如
と
し
て
発
案
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

彼
は
近
代
西
洋
文
明
が
明
治
維
新
に
よ
っ
て
伝
来
す
る
以
前
か
ら
実
験
、
実
証
主

義
を
導
入
、
実
験
が
彼
の
合
言
葉
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
仏
教
の
心
識
論
の
研

究
を
行
い
、『
無
明
論
』（
一
八
四
七
年
）、『
心
識
論
』（
一
八
六
〇
年
）
を
著
述
し

て
い
た
。
維
新
後
に
著
し
た
『
惑
病
同
源
論
』（
一
八
六
九
年
）、『
脳
背
異
体
論
』

（
一
八
六
九
年
）、
そ
し
て
『
心
性
実
験
論
』（
一
八
七
三
年
）
も
実
験
、
実
証
の
立

ち
場
に
立
っ
た
考
証
か
ら
な
る
。

　

以
下
、
川
口
高
風
氏
の
解
説
に
よ
っ
て
坦
山
の
仏
教
研
究
の
独
特
な
所
説
を
紹
介

し
よ
う
。

　

坦
山
の
仏
教
思
想
は
自
ら
『
心
識
論
』
に
い
う
よ
う
に
、
経
論
に
説
か
な
い
と
こ

ろ
を
西
洋
の
学
説
を
取
捨
し
て
仏
教
の
真
意
を
捉
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
れ
を
坦
山
は
実
験
・
実
証
と
表
現
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
心
性
実
験
論
』
に
は
心
を
実
験
的
に
研
究
し
て
「
不
覚
心
」「
和
合
心
」「
浄
覚

心
」
の
三
心
に
分
け
、
そ
の
作
用
の
行
わ
れ
る
場
所
は
脳
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ

し
て
人
間
が
惑
に
陥
り
病
気
と
な
る
の
は
、
と
も
に
脊
髄
の
液
が
逆
流
し
て
脳
髄
に

入
り
、
脳
液
と
混
淆
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
源
は
同
一
で
医
学
で
は
解
剖
に
よ
っ

て
実
験
し
て
脳
脊
の
同
体
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
ま
た
惑
病
の
同
源
な
る
こ
と
を
説

き
、
惑
を
除
け
ば
病
は
生
ず
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
病
は
人
間
の
体
に
異
状
を
生

ず
る
も
の
で
、
惑
は
人
間
の
心
に
異
状
を
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
心
の
異
状
を

生
ず
る
惑
と
体
に
異
状
を
生
ず
る
病
と
は
、
全
く
別
物
で
は
な
く
、
心
の
病
す
な
わ

ち
煩
悩
を
解
脱
し
て
悟
を
開
く
な
ら
ば
、
体
の
病
も
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
坦
山
の
説
は
、
仏
教
の
教
説
と
実
験
主
義
的
西
洋
の
学
説
と
は
異
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
坦
山
は
伝
統
的
解
釈
の
仏
教
学
に
対
し
て
実
験
的
仏
教

研
究
を
行
い
、
明
治
維
新
に
よ
る
新
し
い
日
本
国
家
の
思
想
文
化
の
中
に
仏
教
を
位

置
づ
け
よ
う
と
し
た
、
と
さ
（
49
）

れ
る
。

　

清
沢
満
之
（
文
久
三
〈
一
八
六
三
〉
│
明
治
三
六
〈
一
九
〇
三
〉）
は
、
近
代
仏

教
信
仰
の
樹
立
者
と
い
わ
れ
、
そ
の
宗
教
的
信
念
は
精
神
主
義
と
呼
ば
れ
一
世
を
風

靡
し
今
も
影
響
力
を
も
っ
て
い
る
。
真
宗
大
谷
派
の
学
僧
で
、
哲
学
者
、
仏
教
思
想

家
、
ま
た
教
育
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
明
治
二
十
一
年
、
二
十
六
歳
の
時
、
東
本
願

寺
の
要
請
で
京
都
府
立
尋
常
中
学
校
の
校
長
と
し
て
赴
任
し
た
。
同
年
、
清
沢
ヤ
ス

と
結
婚
、
三
河
大
浜
の
西
方
寺
に
入
っ
た
。
二
十
八
歳
の
時
、
校
長
を
稲
葉
昌
丸
に

託
し
て
辞
職
し
平
教
員
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
禁
欲
主
義
の
修
道
生
活
を
始
め
た
。

明
治
二
十
四
年
の
母
タ
キ
の
死
後
、
そ
の
忌
中
精
進
を
期
に
彼
の
禁
欲
主
義
は
常
識

を
超
え
る
程
に
厳
し
さ
を
増
し
た
。「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
ッ
シ
ブ
ル
」（
最
小
限
可
能
な

生
活
）
と
「
実
験
」
は
、
当
時
の
彼
の
標
語
で
こ
の
精
神
が
学
問
的
に
結
実
し
た
も

の
が
、
最
初
期
の
思
想
を
示
す
著
書
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』（
一
八
九
二
年
）と
な
っ
た
。

　

そ
の
生
活
ぶ
り
は
食
事
の
場
合
、
麦
飯
に
一
菜
の
質
素
な
も
の
で
、
加
え
て
塩
を

断
ち
煮
炊
き
を
止
め
て
そ
ば
粉
を
水
に
溶
か
し
て
食
べ
、
松
脂
を
な
め
る
と
い
う
程

の
徹
底
的
な
「
実
験
」
を
試
み
た
。
人
見
忠
次
郎
の
伝
に
よ
る
と
、
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師
は
毎
度
「
実
験
は
面
白
き
事
で
あ
る
。
実
験
に
よ
り
て
証
明
せ
ら
る
ゝ
事
ほ

ど
確
実
で
、
且
つ
人
に
納
得
さ
せ
易
き
も
の
は
無
い
。」
と
云
は
れ
、
種
々
の

事
を
実
験
さ
れ
た
ら
し
い
。
自
分
に
寄
せ
ら
れ
た
る
書
翰
の
中
に
「
此
の
頃
は

某
事
に
つ
き
て
実
験
中
な
り
云
々
。」
と
云
う
事
が
時
に
あ
り
た
り
。
師
が
曽

て
一
枚
歯
の
木ぼ
く
り履

を
穿
ち
黒
染
の
衣
を
着
し
て
、
暁
夙は
や

く
本
山
に
参
詣
せ
ら
れ

る
の
も
、
肉
食
を
廃
し
て
日
を
送
ら
れ
た
る
も
、
皆
な
実
験
上
聖
道
諸
家
の
高

僧
の
行
状
を
研
究
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
は
云
う
ま
で
も
（
50
）

な
し
。

と
述
べ
る
。「
実
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
も
の
は
、
確
実
で
人
を
納
得
さ
せ
る
」

と
い
う
の
は
西
洋
哲
学
を
学
問
と
し
、
そ
の
科
学
的
方
法
論
に
も
深
い
造
詣
を
も
っ

た
で
あ
ろ
う
満
之
な
ら
で
は
の
思
考
と
い
え
よ
う
。

　

実
験
の
試
行
は
彼
の
こ
の
時
期
の
生
活
に
様
々
に
現
わ
れ
て
い
る
。
黒
染
の
衣
を

ま
と
っ
て
の
本
山
参
詣
、
聖
道
門
の
高
僧
の
修
行
を
研
究
す
る
こ
と
も
そ
れ
で
あ
っ

た
。
彼
の
禁
欲
生
活
は
清
貧
の
実
践
で
あ
り
自
己
に
対
す
る
鍛
錬
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
安
逸
に
流
れ
る
僧
風
の
現
状
へ
の
反
省
を
迫
る
批
判
で
も

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
満
之
の
行
動
は
、
自
力
を
否
定
す
る
他
力
信
仰
か
ら
は
は
ず

れ
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
エ
ピ
ク
テ
タ
ス
語
録
と
歎
異
抄
と
阿
含
経
を
座

右
に
お
い
た
彼
に
と
っ
て
は
仏
陀
へ
の
回
帰
と
出
家
精
神
の
体
得
を
願
う
行
為
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

三　

山
崎
弁
栄

　

弁
栄
が
用
い
た
実
験
と
い
う
言
葉
の
一
例
を
こ
の
章
の
は
じ
め
に
示
し
た
。
そ
れ

は
日
本
に
伝
統
的
に
あ
る
霊
験
に
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
著
作
中

に
は
い
か
に
も
彼
ら
し
き
実
験
観
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
数
例
を
示
そ
う
。

　

ま
ず
西
洋
文
化
と
し
て
の
生
理
学
、
解
剖
学
、
心
理
学
を
も
っ
て
人
間
の
心
を
観

察
す
る
所
説
を
取
り
あ
げ
る
。

精
神
い
な
心
理
に
人
類
と
他
動
物
と
共
通
な
る
所
と
特
殊
な
る
所
と
を
別
っ
て

見
れ
ば
仏
教
に
は
心
を
四
位
に
区
別
し
て
お
る
。

四
位
と
は
（
一
）
肉
団
心
（
二
）
縁
慮
心
（
三
）
集
起
心
（
四
）
真
実
心
。
肉

団
心
と
は
人
の
心
を
脳
髄
神
経
等
の
生
理
学
ま
た
解
剖
学
に
て
説
明
し
得
ら
る

る
範
囲
に
於
け
る
心
の
分
。
縁
慮
心
と
集
起
心
と
は
心
理
学
ま
た
認
識
哲
学
等

に
研
究
し
得
ら
る
る
方
面
か
ら
精
神
を
見
た
の
で
あ
る
。
真
実
心
と
は
吾
人
、

一
切
人
類
の
心
性
は
も
と
宇
宙
絶
対
的
な
る
大
心
霊
を
根
底
と
し
て
居
る
。
故

に
若
し
真
実
心
を
開
発
し
て
見
れ
ば
自
性
清
浄
に
し
て
自
性
即
ち
仏
で
あ
る
と

云
ふ
如
き
大
悟
徹
底
と
云
ふ
は
肉
団
心
や
縁
慮
心
等
の
範
囲
で
は
な
い
。
自
己

の
心
体
が
絶
対
な
る
宇
宙
全
一
の
真
心
た
る
こ
と
を
発
見
す
る
所
に
あ
る
。
凡

夫
は
前
の
三
位
の
心
ば
か
り
を
自
我
と
し
て
生
滅
の
方
面
だ
け
を
認
め
て
居

（
51
）
る
。

　

こ
の
中
、
心
の
四
位
の
説
明
は
前
掲
、
原
坦
山
の
『
心
性
実
験
録
』
の
三
心
説
と

合
せ
て
興
味
深
い
。

故
に
真
実
に
活
け
る
信
仰
は
霊
性
開
発
し
た
後
で
あ
る
。
た
と
え
宗
教
上
の
真

理
を
学
説
の
上
に
能
く
学
び
て
そ
の
理
を
理
性
の
範
囲
に
於
て
理
解
し
得
る
と

も
、
そ
は
た
だ
言
語
文
字
の
上
に
知
識
を
得
た
の
で
真
実
の
経
験
と
は
云
へ
ぬ
。

現
代
世
間
に
宗
教
の
学
者
は
沢
山
あ
る
け
れ
ど
も
真
実
の
宗
教
家
即
ち
霊
的
実

験
の
宗
教
者
は
（
52
）

少
い
。

　

真
実
の
信
仰
は
、
下
階
天
性
、
中
階
理
性
、
上
階
霊
性
の
三
階
中
の
上
階
に
至
っ

て
後
で
あ
る
。
ま
た
宗
教
の
学
者
は
多
い
が
真
実
の
宗
教
家
、
す
な
わ
ち
霊
的
実
験
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を
得
た
宗
教
者
は
少
い
と
い
う
。

学
説
と
い
う
も
の
は
古
人
の
霊
的
経
験
を
言
語
を
以
て
伝
説
し
た
る
物
で
あ
る
。

喩
へ
ば
仏
教
の
経
典
の
中
に
最
も
盛
に
唱
導
さ
れ
て
居
る
部
分
は
仏
陀
釈
尊
が

三
昧
定
中
の
経
験
を
文
字
に
現
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
喩
へ
ば
華
厳
経
に
廬
舎

那
如
来
の
も
と
に
無
量
の
菩
薩
等
が
集
合
し
て
大
方
広
経
を
説
き
た
も
う
広
大

無
辺
の
蓮
華
蔵
世
界
に
て
も
是
れ
釈
尊
の
華
厳
三
昧
中
の
消
息
で
（
53
）

あ
る
。

　

先
述
し
た
弁
栄
の
大
乗
仏
教
観
に
関
す
る
所
説
に
あ
っ
た
よ
う
に
経
典
に
強
調
さ

れ
る
の
は
、
仏
陀
釈
尊
の
三
昧
定
中
の
経
験
を
文
字
化
し
た
も
の
だ
と
述
べ
る
。

自
然
界
の
事
物
の
理
は
人
の
理
性
に
て
理
解
し
且
つ
実
験
し
得
ら
れ
る
け
れ
ど

も
、
心
霊
界
の
事
実
は
霊
性
に
依
ら
ざ
れ
ば
実
験
、
ま
た
実
感
し
得
ら
れ
ぬ
。

然
る
に
世
人
や
や
も
す
れ
ば
宗
教
の
真
理
を
学
問
を
以
て
実
験
し
得
ら
る
る
も

の
と
謂
え
り
。
是
は
な
は
だ
誤
謬
で
（
54
）

あ
る
。

　

宗
教
の
真
理
は
学
問
を
も
っ
て
は
実
験
で
き
な
い
。
霊
性
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

次
に
信
に
三
階
が
あ
る
と
し
、
仰
信
は
天
然
素
朴
の
信
心
、
解
信
は
理
性
的
に
真

理
を
理
解
す
る
こ
と
、
そ
し
て
証
信
は
実
験
証
明
に
よ
り
体
得
す
る
こ
と
と
す
る
。

そ
し
て
証
信
と
は
何
か
を
次
の
よ
う
に
説
く
。

宗
教
上
の
真
理
、
即
ち
如
来
の
実
在
を
実
験
実
証
の
上
に
立
つ
る
信
仰
で
あ
る
。

基
（
督
）
教
に
て
聖
霊
に
感
じ
ま
た
啓
示
を
被
む
り
し
如
き
、
神
の
実
在
を
証

す
。
仏
教
に
て
仏
知
見
開
示
も
ま
た
悟
道
見
性
等
、
或
は
念
仏
三
昧
発
得
し
、

光
明
を
見
、
仏
の
相
好
を
観
見
す
る
と
き
の
如
き
を
云
ふ
。
聖
法
然
三
昧
発
得

記
に
、
別
時
念
仏
、
初
日
光
明
少
し
現
じ
、
第
二
日
水
想
観
自
然
成
就
し
、
ま

た
瑠
璃
地
相
少
し
現
じ
、
第
六
日
後
夜
に
瑠
璃
地
及
び
宮
殿
等
の
相
現
ず
。

…
…
証
信
必
ず
し
も
難
し
と
せ
ず
、
至
誠
に
も
っ
ぱ
ら
念
仏
し
て
止
ま
ざ
る
時

は
必
ず
成
就
す
。
ま
た
た
と
い
、
仏
の
相
好
光
明
及
び
荘
厳
の
相
を
観
見
せ
ざ

る
も
、
深
く
信
じ
て
大
慈
悲
心
に
感
じ
、
ま
た
仏
心
と
相
応
し
て
法
悦
を
感
ず

る
如
き
に
至
れ
ば
実
験
の
信
仰
で
あ
る
。
必
ず
し
も
好
相
観
見
を
要
せ
ず
。
人

の
精
神
の
奥
底
に
伏
せ
る
霊
性
開
発
し
て
、
精
神
一
転
し
霊
に
復
活
す
る
時
は

自
ら
霊
感
を
得
て
証
信
に
（
55
）

入
る
。

　

最
後
に
五
種
正
行
中
の
読
誦
正
行
の
所
説
を
示
そ
う
。

読
誦
正
行
と
は
聖
経
を
読
み
て
自
己
の
心
霊
を
開
発
す
る
に
あ
る
。
浄
土
教
は

釈
尊
が
自
己
の
心
霊
界
の
実
験
を
啓
示
し
た
る
物
な
れ
ば
数
を
読
む
時
は
自
己

の
心
が
開
か
れ
て
霊
界
に
導
か
（
56
）

る
る
。

　

弁
栄
は
仏
教
の
修
道
の
あ
り
よ
う
と
し
て
い
わ
れ
る
如
実
修
行
と
か
如
説
修
行
と

い
う
言
葉
の
内
容
と
し
て
「
霊
的
実
験
の
必
要
性
」
を
加
え
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
　

お
　

わ
　

り
　

に

　

日
本
の
近
代
化
が
成
功
し
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
近
世
江
戸
期
に
蓄
積
さ
れ
た

重
厚
な
武
家
文
化
と
加
え
て
そ
こ
に
輩
出
し
た
人
材
の
存
在
が
功
を
奏
し
た
と
す
る

考
え
方
が
あ
る
。
仏
教
の
近
代
化
に
も
同
様
な
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

日
本
史
学
の
泰
斗
辻
善
之
助
の
近
世
仏
教
堕
落
論
の
よ
う
な
近
世
仏
教
の
否
定
的

な
見
方
に
対
し
て
、
戦
後
の
近
世
仏
教
研
究
で
は
そ
の
評
価
に
変
化
が
出
て
い
る
と

い
わ
れ
る
。
第
二
章
に
取
り
あ
げ
た
普
寂
の
よ
う
な
存
在
は
仏
教
近
代
化
の
基
点
で

あ
り
、
思
想
的
源
泉
の
一
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
普
寂
と
三
・
四
章
で
論
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教　

文　

化　

研　

究

じ
た
浄
土
宗
の
山
崎
弁
栄
、
椎
尾
弁
匡
と
二
つ
の
信
仰
運
動
と
の
直
接
的
な
関
係
を

指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
両
者
は
そ
の
水
源
を
共
に
し
て
深
く
連
動
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
加
え
て
近
世
の
律
僧
、
普
寂
の
仏
教
者
と
し

て
の
行
き
方
は
、
弁
栄
の
光
明
主
義
、
弁
匡
の
共
生
主
義
に
擬
え
て
い
う
な
ら
ば
教

判
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
普
寂
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
教
判
の
通
り
に
修
行

し
如
来
蔵
心
を
開
発
す
る
こ
と
を
指
す
。
こ
れ
に
満
之
の
精
神
主
義
を
加
え
た
と
き
、

四
者
が
い
う
そ
の
「
主
義
」
と
は
単
な
る
立
場
と
か
主
張
の
意
で
は
な
く
、「
普
遍

的
な
も
の
に
至
る
た
め
の
道
」
と
い
っ
た
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
五
章
で
は
実
験
と
い
う
こ
と
が
宗
教
に
お
い
て
も
近
代
化
の
要
件
と
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
た
。
こ
こ
で
は
椎
尾
弁
匡
の
そ
れ
に
つ
い
て

関
説
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
多
方
面
に
活
動
し
た
椎
尾
は
信
仰
運
動

の
指
導
者
で
あ
る
と
同
時
に
近
代
仏
教
学
の
先
覚
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
仏

教
文
献
を
読
む
姿
勢
を
色
読
、
体
験
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
教
え
て
い
る
。

そ
の
す
ぐ
れ
た
学
術
上
の
業
績
は
正
し
く
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
も
の
で
、

そ
の
点
で
彼
は
実
験
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

実
験
の
問
題
で
登
場
し
た
五
人
の
宗
教
者
の
選
定
は
、
私
の
恣
意
的
な
基
準
に
よ

る
。
し
か
し
そ
の
一
人
一
人
が
行
っ
た
実
験
の
意
味
合
い
に
異
な
り
が
あ
っ
て
興
味

深
い
。

　

と
こ
ろ
で
現
代
の
浄
土
宗
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
実
験
で
は
な
い
か
。
一
人
一

人
の
宗
侶
の
自
信
教
人
信
の
根
本
は
実
験
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
時
機

相
応
の
浄
土
宗
の
教
え
が
行
わ
れ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

註
（
1
）　
『
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編　

法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記
念
論
文
集　

現
代
社
会

と
法
然
浄
土
教
』（
山
喜
房
仏
書
林
、
二
〇
一
四
年
）
は
こ
の
研
究
成
果
。

（
2
）　

高
崎
直
道
「
仏
教
学
と
は
何
か
」（『
仏
教
学
』
第
三
号
、
仏
教
思
想
学
会
、
山
喜
房
、

一
九
七
七
年
）

（
3
）　

本
稿
は
平
成
二
十
五
、
二
十
六
年
度
浄
土
宗
教
化
高
等
講
習
会
本
講
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
用
い
た
も
の
。
諸
事
項
、
登
場
人
物
に
関
す
る
資
料
、
並
び
に
関
連
す
る
研
究
論

文
を
引
用
、
集
録
し
た
よ
う
な
性
格
の
論
考
で
あ
る
。

（
4
）　

佐
々
木
閑
の
研
究
は
『
イ
ン
ド
仏
教
変
移
論　

な
ぜ
仏
教
は
多
様
化
し
た
か
』（
大

蔵
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
よ
る
。
ま
た
渡
辺
章
悟
「
大
乗
教
団
の
な
ぞ
」（『
仏
教
の

形
成
と
展
開
』
新
ア
ジ
ア
仏
教
史
2
、
イ
ン
ド
Ⅱ
所
収
参
照
。
佼
成
出
版
社
、
二
〇
一

〇
年
）

（
5
）　

下
田
正
弘
「
経
典
を
創
出
す
る
│
大
乗
世
界
の
出
現
」（
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
2
、

『
大
乗
仏
教
の
誕
生
』
所
収
。
春
秋
社
、
二
〇
一
一
年
）。「
大
乗
仏
教
起
源
論
再
考
」

（『
印
仏
研
』
六
十
一
│
二
、
二
〇
一
三
年
）

（
6
）　

斉
藤
明
「
大
乗
仏
教
の
成
立
」（
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
2
、『
大
乗
仏
教
の
誕
生
』
所

収
、
註
5
参
照
）。

（
7
）　
『
摘
空
華　

徳
門
和
上
行
状
記
』
一
巻
（『
浄
全
』
一
八
・
二
九
五
頁
以
下
）

（
8
）　
『
摘
空
華
』
註
7
、
二
八
三
頁
。

（
9
）　
『
顕
揚
正
法
復
古
集
』（『
新
日
本
仏
教
全
書
』
二
九
・
一
七
五
頁
上
。

（
10
）　

註
9
、
一
七
五
頁
。

（
11
）　

註
9
、
一
七
五
頁
下
│
一
七
六
頁
上
。

（
12
）　

註
9
、
一
七
六
頁
上
〜
中
。

（
13
）　

註
9
、
二
〇
三
頁
中
。

（
14
）　
『
正
蔵
』
七
三
・
六
六
〇
頁
中
。

（
15
）　
『
願
生
浄
土
義
』
一
一
頁
（
報
恩
出
版
、
一
九
一
一
年
）

（
16
）　

註
15
、
一
一
│
一
二
頁
。

（
17
）　

註
15
、
一
二
│
一
三
頁
。

（
18
）　

註
15
、
四
九
│
五
〇
頁
。
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（
19
）　
『
摘
空
華
』
註
7
、
二
八
二
頁
。

（
20
）　

註
7
、
二
八
六
頁
。

（
21
）　

註
7
、
二
九
七
頁
。

（
22
）　
『
浄
土
仏
教
の
思
想　

十
四　

清
沢
満
之
・
山
崎
弁
栄
』（
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）

（
23
）　

研
究
者
金
田
昭
教
に
よ
る
と
明
治
三
十
年
一
月
印
行
の
『
普
門
品
図
絵
』
に
見
ら
れ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）　

山
本
空
外
編
『
辨
栄
上
人
書
簡
集
』
二
六
六
│
二
六
七
頁
（
光
明
修
養
会
、
一
九
六

九
年
）

（
25
）　
『
ミ
オ
ヤ
の
光
』
欣
慕
の
巻
、
一
巻
四
四
五
頁
（
縮
刷
版
、
一
九
八
九
年
）、
田
中
木

叉
『
日
本
の
光
』
三
九
三
│
三
九
五
頁
。

（
26
）　
『
宗
祖
の
皮
髄
』
二
頁
（
一
九
一
六
年
十
二
月
刊
）

（
27
）　

註
22
、
二
八
一
頁
。

（
28
）　

註
26
、
七
七
│
七
八
頁
。

（
29
）　
『
光
明
の
生
活
』
一
七
八
│
一
七
九
頁
、
光
明
会
本
部
、
一
九
九
〇
年
復
刊
）、『
ミ

オ
ヤ
の
光
』
智
慧
光
の
巻
、
四
巻
三
九
一
頁
（
縮
刷
版
、
一
九
八
九
年
）

（
30
）　
『
椎
尾
辨
匡
選
集
』
第
二
巻
（
以
下
『
選
集
』、
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
二
年
）

（
31
）　
「
共
生
講
壇
」（『
選
集
』
第
九
巻
七
頁
）

（
32
）　
「
山
崎
弁
栄
と
椎
尾
弁
匡
│
浄
土
教
と
西
洋
思
想
」（
峰
島
編
著
『
近
代
日
本
の
思
想

と
仏
教
』
所
収
、
東
京
書
籍
、
一
九
八
二
年
）

（
33
）　
「
共
生
の
原
理
お
よ
び
組
織
」（『
選
集
』
第
七
巻
五
一
三
頁
）

（
34
）　
「
共
生
の
基
調
」（『
選
集
』
第
九
巻
五
三
四
頁
）

（
35
）　
「
開
か
る
る
は
死
か
生
か
」（『
選
集
」
第
五
巻
四
三
四
頁
）

（
36
）　
『
選
集
』
第
五
巻
四
四
六
頁
。

（
37
）　
『
選
集
』
第
五
巻
四
五
六
頁
。

（
38
）　
『
選
集
』
第
九
巻
三
五
頁
。

（
39
）　
『
選
集
』
第
三
巻
三
六
五
頁
。

（
40
）　
『
選
集
』
第
三
巻
三
七
一
頁
。

（
41
）　
『
選
集
』
第
三
巻
三
七
一
│
三
七
二
頁
。

（
42
）　
『
内
村
鑑
三
全
集
』
第
一
〇
巻
一
六
〇
頁
、
岩
波
書
店
。

（
43
）　
『
全
集
』
第
一
巻
二
七
二
頁
。

（
44
）　
『
全
集
』
第
一
〇
巻
二
二
│
二
三
頁
。

（
45
）　

渡
辺
和
隆
「
内
村
鑑
三
に
お
け
る
「
科
学
的
手
法
」
ヒ
ュ
ー
ム
哲
学
と
の
比
較
の
試

み
」（『
ア
ジ
ア
・
キ
リ
ス
ト
・
多
元
性
』
第
九
号
、
京
都
大
学
、
二
〇
一
一
年
）

（
46
）　
「
見
神
の
意
義
及
び
方
法
」（『
回
光
録
』
四
八
三
頁
、
一
九
〇
七
年
四
月
）。
以
下
の

諸
記
録
は
『
綱
島
梁
川
全
集
』（
復
刻
版　

大
空
社
、
一
九
九
五
年
）

（
47
）　
『
全
集
』
第
五
巻
四
八
六
頁
。

（
48
）　
「
予
は
見
神
の
実
験
に
よ
り
て
何
を
学
び
た
る
や
」（『
全
集
』
第
五
巻
二
四
三
│
二

五
三
頁
、
一
九
〇
五
年
十
一
月
）

（
49
）　
『
原
坦
山
和
尚
全
集
』
一
〇
五
│
一
〇
九
頁
、
釈
悟
庵
編
輯
・
川
口
高
風
解
説
、
四

二
六
│
四
二
七
頁
、
名
著
普
及
会
、
一
九
八
八
年
。

（
50
）　
『
浄
土
仏
教
の
思
想　

十
四　

清
沢
満
之
（
脇
本
平
也
）』
五
九
頁
、
講
談
社
）

（
51
）　
『
人
生
の
帰
趣
』
五
八
│
五
九
頁
、
ミ
オ
ヤ
の
光
社
・
一
九
二
三
年
。

（
52
）　

註
51
『
人
生
の
帰
趣
』
六
三
頁
。

（
53
）　

註
51
同
六
三
頁
。

（
54
）　

註
51
同
六
四
頁
。

（
55
）　

註
51
同
二
七
三
頁
、
二
八
四
│
二
八
六
頁
。

（
56
）　

註
51
同
四
三
三
頁
。
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本
稿
の
浄
書
に
志
村
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氏
の
協
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を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。
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三

　
　
　
　

法
然
研
究
と
浄
土
宗
学
論

　
　
　

は
じ
め
に

　

宗
教
思
想
家
及
び
そ
の
著
作
や
資
料
を
ど
の
よ
う
な
関
心
・
方
法
で
も
っ
て
理
解

す
る
か
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
態
度
が
問
わ
れ
る
。
一
つ
は
理
解
し
よ
う
と
す
る
研

究
者
が
〝
自
己
自
身
の
問
題
解
決
〞
を
含
め
て
対
峙
す
る
態
度
、
も
う
一
つ
は
〝
知

的
・
技
術
的
関
心
の
対
象
〞
と
し
て
対
峙
す
る
態
度
、
と
で
あ
る
。
前
者
を
主
観
的

ま
た
は
主
体
的
方
法
、
後
者
を
対
象
的
ま
た
は
客
観
的
方
法
と
呼
称
す
る
こ
と
が
多

（
1
）
い
。

　

こ
れ
は
、Jow

achim
 W
ach

（
一
八
九
八
│
一
九
五
五
）
が
一
九
四
〇
年
発
表

の
『Sociology of Religion

』
に
お
い
て
主
唱
し
た
指
摘
で
あ
り
、
宗
教
事
象
に

関
心
を
払
う
場
合
の
視
点
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
宗
教
事
象
へ
の
関

心
が
、
前
者
で
は
〝
宗
教
と
し
て
の
〞
態
度
、
後
者
で
は
〝
事
象
・
素
材
と
し
て

の
〞
態
度
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
前
者
に
お
い
て
は
「
宗
教
と
は
何
か
」
と
い

う
基
本
課
題
を
必
須
と
す
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
い

う
こ
と
に
な（
2
）
る
。

　

ワ
ッ
ハ
は
前
者
を
規
範
的
態
度
と
規
定
し
哲
学
・
宗
教
研
究
・
神
学
な
ど
を
あ
げ
、

後
者
を
記
述
的
態
度
と
し
て
歴
史
学
・
文
献
学
な
ど
を
挙
げ
る
。
こ
の
指
摘
は
近
現

代
に
お
け
る
諸
学
各
々
が
基
本
的
に
有
す
る
〝discipline

＝
規
律
・
学
科
・
分

野
〞
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
浄
土
宗
学
を
近
現
代
の
学
問
サ
ー
ク
ル
の
中
に
位
置
づ

け
る
た
め
に
は
、
こ
の
観
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
諸
学
の
比
較
・

学
際
と
い
う
観
点
に
お
い
て
は
、
言
う
と
こ
ろ
の
〝
規
律
・
学
科
・
分
野
〞
を
明
確

に
し
な
け
れ
ば
成
立
し
え
な
い
の
で
あ（
3
）
る
。

1
．
仏
教
（
日
本
仏
教
）
の
伝
統
と
近
代
諸
学
の
性
格

　
〈
１
〉〝
自
己
自
身
の
問
題
解
決
〞
を
含
め
て
対
峙
す
る
態
度

　
〝
自
己
自
身
の
問
題
解
決
〞
を
含
め
て
対
峙
す
る
態
度
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
え

ば
、
元
来
、
そ
れ
は
日
本
仏
教
へ
の
態
度
の
伝
統
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
と
し

て
〝
自
己
自
身
の
問
題
解
決
〞
を
含
め
て
取
り
組
む
方
法
で
あ
る
。
宗
教
と
呼
称
さ

れ
る
も
の
、
な
か
ん
ず
く
仏
教
は
、
釈
迦
が
悟
り
を
開
き
仏
に
成
っ
た
と
い
う
、
極

め
て
主
体
的
な
問
題
解
決
そ
の
こ
と
を
淵
源
と
し
て
仏
道
・
修
行
の
体
系
が
思
想
的

内
容
を
形
成
し
、
中
国
・
日
本
に
お
け
る
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
こ
と
は
周
知
で
あ

　
法
然
研
究
と
浄
土
宗
学
論
　

　
　
　
　

―
近
現
代
の
学
問
的
趨
勢
の
な
か
で―

 

藤
　

本
　

淨
　

彦
　



三
四

　
　
　
　

佛　

教　

文　

化　

研　

究

る
。
元
来
、
そ
の
点
に
お
い
て
仏
教
へ
の
関
心
が
示
さ
れ
、
具
体
的
に
は
宗
派
の
信

仰
実
践
の
な
か
で
培
わ
れ
て
き
た
古
き
伝
統
が
今
日
も
あ（
4
）

る
。

　

例
え
ば
、
宗
祖
と
し
て
の
法
然
に
学
び
〝
自
己
自
身
の
問
題
解
決
〞
を
信
仰
・
実

践
の
課
題
と
し
て
取
り
組
む
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
を
〝
宗（
派
）学
的
〞
と
い
う
特
色

づ
け
を
し
て
お
き
た
い
。
極
言
す
れ
ば
、
信
仰
・
実
践
に
お
け
る
教
行
の
場
か
ら
と

ら
え
ら
れ
る
〝
知
〞、
い
わ
ば
、
信
仰
と
実
践
と
知
と
が
相
互
に
分
裂
や
隔
離
や
否

定
を
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
言
う
と
こ
ろ
の
〝
学
〞
は
仏
道
の
基
本

的
修
行
と
し
て
の
「
三（
戒
定
慧
）学
」
の
〝
学
〞
が
意
味
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
は

注
目
に
値
す（
5
）
る
。

　
〈
２
〉〝
知
的
・
技
術
的
関
心
の
対
象
〞
と
し
て
対
峙
す
る
態
度

　
〝
知
的
・
技
術
的
関
心
の
対
象
〞
と
し
て
対
峙
す
る
態
度
に
つ
い
て
具
体
的
に
言

え
ば
、
例
え
ば
「
世
界
内
存
在
と
し
て
の
人
間
論
」
を
主
張
す
るM

.H
eidegger

（
一
八
八
九
│
一
九
七
六
）
は
一
九
世
後
半
か
ら
の
近
代
知
の
特
徴
は
「
世
界
を
像

と
し
て
捉
え
る
」（
対
象
化
す
る
こ
と
）と
指
摘
し
警
告
す
る
。
実
は
、
そ
の
近
代
知
の

技
法
を
用
い
る
宗
教
研
究
と
し
て
登
場
し
た
の
が
、F.M

ax M
ueller

（
一
八
二
三

│
一
九
〇
〇
）
に
よ
る
一
九
世
紀
後
半
の
「
比
較
宗
教
学
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
歴

史
学
や
文
献
書
誌
学
を
援
用
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
〝
宗
教
〞
を
研
究
対
象
と
し
て

近
代
知
の
技
法
に
よ
っ
て
扱
う
学
問
と
し
て
展
開
し
て
き
た
。
そ
の
動
向
に
呼
応
す

る
よ
う
に
、
歴
史
学
や
文
献
書
誌
学
が
具
体
的
な
宗
教
、
例
え
ば
、
仏
教
、
ま
た
宗

派
学
に
対
す
る
学
際
的
方
法
を
発
揮
し
つ
つ
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が

で
き（
6
）
る
。

　

M
ax M

ueller

及
び
南
條
文
雄
（
一
八
四
九
│
一
九
三
七
）
や
荻
原
雲
来
（
一
八

六
九
│
一
九
三
七
）
な
ど
日
本
人
仏
教
学
者
の
業
績
は
、
そ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
。

そ
れ
は
近
代
の
知
の
技
法
を
用
い
て
、
す
な
わ
ち
仏
教
を
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」

と
し
て
文
献
書
誌
学
的
に
捉
え
る
手
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
西
欧
の
研
究
者
た
ち
が
、

自
ら
の
信
仰
と
実
践
の
場
を
キ
リ
ス
ト
教
に
確
保
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
近
代
の
知

の
営
み
の
み
と
し
て
の
研
究
対
象
を
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
し
て
措
定
し
た
点

に
、
近
代
仏
教
学
の
基
本
性
格
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
近

代
仏
教
学
の
基
本
的
性
格
に
基
づ
く
研
究
方
法
を
、
何
ら
検
討
す
る
こ
と
な
く
日
本

に
お
け
る
仏
教
や
宗
派
の
教
え
に
関
す
る
研
究
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
場
合
の
〝
学
〞
は
、SCIEN

CE

（
知
る
こ
と
・
知
識
）を
意
味
し
て
い
る
。

例
え
ば
、Science of Buddhism

と
い
う
表
現
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い（
7
）
る
。

　
〈
３
〉
近
代
日
本
の
高
等
教
育
の
成
立
：
専
門
学
校
か
ら
新
制
大
学
の
近
代
知
の

技
法
優
先
へ

　

日
本
の
高
等
教
育
に
お
け
る
研
究
の
場
の
大
転
換
は
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）

年
に
専
門
学
校
令
公
布
以
後
に
設
立
さ
れ
た
専
門
学
校
が
一
九
五
六
（
昭
和
三
一
）

年
公
布
の
大
学
設
置
基
準
法
の
も
と
で
新
制
私
立
大
学
と
し
て
の
高
等
教
育
機
関
へ

と
移
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
浄
土
宗
僧
侶
養
成
を
主
軸
と
す
る
予
科
や
専
門
学
校
が

消
え
、
近
代
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
設
置
基
準
に
相
応
す
る
学
問
研
究
組
織

体
へ
の
変
革
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
前
者
の
特
色
（〝
自
己
自
身
の
問
題
解
決
〞
を
含

め
て
対
峙
す
る
態
度
）
を
持
つ
仏
教
研
究
の
傾
向
で
は
な
く
て
、
後
者
の
近
代
知
の

体
系
（〝
知
的
・
技
術
的
関
心
の
対
象
〞
と
し
て
対
峙
す
る
態
度
）
と
し
て
の
仏
教

学
へ
の
転
換
点
を
意
味
す（
8
）
る
。

　

近
代
的
知
と
そ
の
技
術
を
中
軸
と
す
る
大
学
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
専
門
学
校

が
特
色
と
し
て
い
た
僧
侶
養
成
の
眼
目
で
あ
る
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ
ル

が
主
観
的
な
い
し
は
主
体
的
と
し
て
近
代
知
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
非
学
問
的
に



三
五

　
　
　
　

法
然
研
究
と
浄
土
宗
学
論

し
か
評
価
さ
れ
ず
、
一
方
で
、
客
観
的
知
と
そ
の
技
術
が
近
代
知
の
学
府
に
お
い
て

強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
右
に
指
摘
し
た
宗
教
学
が
研
究
の
対
象

で
あ
る
仏
教
〈
宗
教
〉
を
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
し
て
扱
う
技
法
と
軌
を
一
に

す
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
と
し
た
い
こ
と
は
、
方
法
論
や
眼
目
の
相
違
が
近
代
知
と

い
う
客
観
的
知
の
基
準
の
み
で
評
価
さ
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
宗
教
と
い
う
個
別
な

領
域
に
お
い
て
重
要
な
「
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ
ル
」
が
抜
け
落
ち
た
学

問
に
対
し
て
疑
問
を
抱
か
な
い
研
究
が
、
反
省
も
な
く
進
展
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
あ
え
て
言
え
ば
、
宗
教
的
事
象
・
素
材
に
対
し
て
非
宗
教
的
事
象
・
素
材

と
し
て
対
峙
す
る
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
宗
教
の
持
つ
真
実
を
空
虚
化
し
た
、
単

な
る
近
代
知
の
浮
遊
化
現
象
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ（
9
）
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
は
宗
派
の
学
は
〝
宗
乗
〞
と
呼
称
さ
れ
、
具
体
的
に

「
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ
ル
」
を
特
色
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
新
制
大

学
の
知
の
体
系
の
中
で
は
何
の
反
省
躊
躇
も
な
く
、「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
し

て
措
定
さ
れ
る
〝
宗
学
〞
の
呼
称
の
も
と
で
「
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ

ル
」
の
特
色
を
捨
て
去
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
知
の
体
系
を

既
に
得
て
い
る
「
歴
史
学
」「
国
文
学
」「
教
育
学
」「
社
会
学
」
な
ど
と
横
並
び
に

肩
を
並
べ
る
「
仏
教
学
」
と
「
浄
土
学
・
宗
学
」
が
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、 〝
宗（
派
）学
〞
は
宗
乗
の
特
質
を
失
う
こ
と
の
な
い
、
三
学
の

〝
学
〞
を
意
味
す
る
「
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ
ル
」
の
特
色
を
持
続
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
規
範
的
性
格<discipline>

で
あ
る
。
こ
の
点
に
、
近
代

学
問
領
域
に
お
け
る
意
味
と
意
義
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
「
宗
学
論
」
の
必
然

性
が
あ（
10
）
る
。

　
〈
４
〉
知
の
技
法
＝
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
し
て
扱
う
方
法
が
も
た
ら
す
こ
と

　

そ
の
よ
う
に
し
て
近
代
知
の
学
府
と
し
て
の
研
究
の
場
に
お
い
て
、
釈
尊
や
法
然

の
研
究
は
次
第
に
「
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ
ル
」
が
抜
け
落
ち
た
学
問
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
抱
か
な
い
研
究
が
多
様
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
法

然
研
究
に
限
っ
て
話
題
と
す
れ
ば
、
法
然
ま
た
は
浄
土
宗
を
研
究
の
対
象
と
す
る
場

合
に
、
右
に
述
べ
た
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
し
て
扱
う
知
と
そ
の
技
法
に
よ
る

成
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
を
、
旧
来
的
・
宗
乗
的
に
宗
派
僧
侶
の
課
題
と
し
て

「
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ
ル
」
に
お
い
て
法
然
に
関
わ
る
態
度
か
ら
言
え

ば
、
近
代
知
の
営
み
と
し
て
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
し
て
扱
う
技
法
に
よ
る

〝
自
由
化（
規
制
緩
和
）〞
の
様
相
で
あ
る
と
言
い
た
い
。
つ
ま
り
、
研
究
者
自
身
の
問

題
解
明
に
無
関
心
で
自
由
か
つ
客
観
的
な
法
然
及
び
浄
土
宗
へ
の
関
心
の
現
象
で
あ

り
、
そ
れ
の
評
価
は
高
く
さ
れ
る
に
し
て
も
、
な
か
ん
ず
く
「
信
仰
・
実
践
・
体
験

と
い
う
レ
ベ
ル
」
に
お
い
て
こ
そ
意
味
と
意
義
を
発
揮
す
る
宗
教
へ
の
関
わ
り
の
態

度
を
よ
り
一
層
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。

　

二
〇
一
二（
平
成
二
四
）年
の
『
春
秋
』
一
〇
月
号
に
仏
教
学
者
の
前
田
專
學
氏
が

中
村
元
先
生
の
定
年
退
職
の
最
終
講
義
で
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

昭
和
四
八
年
前
後
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
定
年
に
際
し
て
、（
中

村
元
）先
生
は
最
終
講
義
を
行
わ
れ
た
。
通
例
の
よ
う
に
、
今
ま
で
の
ご
自
分

の
研
究
の
総
括
と
将
来
へ
の
願
望
を
語
ら
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

冒
頭
で
「
イ
ン
ド
学
は
〈
エ
ジ
プ
ト
学
〉
か
？
」
と
い
う
問
題
提
起
を
さ
れ
て

講
義
を
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
達
し
た
イ
ン
ド
学
の
態
度

な
い
し
研
究
方
法
は
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
文
明
を
ま
っ
た
く
死
滅
し
た
文
明
、
過

去
の
遺
物
と
し
て
研
究
す
る
エ
ジ
プ
ト
学
と
同
じ
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
拠



三
六

　
　
　
　

佛　

教　

文　

化　

研　

究

り
所
に
し
て
い
る
ご
自
分
を
含
む
日
本
の
イ
ン
ド
研
究
者
を
批
判
し
て
、
将
来
、

イ
ン
ド
思
想
文
化
の
研
究
を
ど
の
よ
う
な
方
向
に
発
展
さ
せ
る
べ
き
か
、
次
代

を
担
う
学
生
、
院
生
、
同
窓
生
、
同
僚
の
教
官
な
ど
満
堂
を
埋
め
る
聴
衆
に
熱

く
語
ら
れ
、
大
き
な
衝
撃
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
未
だ
に
忘
れ
ら

れ
な
い
強
烈
な
想
い
出
と
し
て
残
っ
て
い（
11
）

る
。

こ
の
一
文
は
、
読
む
者
に
種
々
様
々
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
宗
学
は

「
過
去
の
遺
物
と
し
て
研
究
す
る
エ
ジ
プ
ト
学
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

２
．「
法
然（
及
び
浄
土
宗
）研
究
」
の
多
様
化
現
象

　
〈
１
〉
事
例
と
し
て
の
田
村
圓
澄
と
菊
地
勇
次
郎
の
学
的
姿
勢

　

右
記
の
よ
う
な
時
系
列
の
中
で
管
見
す
る
と
、
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
〈
新

制
博
士
誕
生
〉
ご
ろ
か
ら
の
「
法
然
及
び
浄
土
宗
関
係
」
の
研
究
に
関
し
て
は
、
田

村
圓
澄
（
一
九
一
七
│
二
〇
一
三
）
と
菊
地
勇
次
郎
（
一
九
二
一
│
一
九
九
二
）
の

法
然
研
究
が
先
駆
・
先
鞭
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
後
に
続
く
歴
史
学
の
方
法
は

研
究
者
個
人
の
〝
歴
史
観
〞、
例
え
ば
皇
国
歴
史
観
や
唯
物
歴
史
観
な
ど
に
左
右
さ

れ
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
歴
史
的
研
究
が
方
法
論
的
に
客
観
的
で
中
立
で
あ

る
か
と
言
え
ば
、
論
者
自
身
は
〝
そ
れ
ゆ
え
に
主
観
的
〞
で
あ
る
と
考
え（
12
）
る
。

　

田
村
が
「
歴
史
的
な
法
然
像
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
に
目
標
の
一
つ
を
置
い
て

い
（
13
）
る
」、
菊
地
が
「
源
空
の
確
実
な
伝
記
史
料
を
集
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
こ（
14
）
と
」

と
い
う
態
度
に
、
先
ず
注
目
し
た
い
。
両
者
の
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
し
て
扱

う
知
と
そ
の
技
法
に
よ
る
成
果
が
今
日
に
ま
で
展
開
す
る
扇
の
要
の
よ
う
に
位
置
す

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

両
者
の
研
究
歴
を
点
描
す
る
と
、

昭
和
二
一
（
一
九
四
六
）
年　

田
村
「
宗
教
と
歴
史
」（
東
山
叢
書
・
永
田
文

昌
堂
）

昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年　

田
村
『
浄
土
思
想
の
展
開
』
永
田
文
昌
堂

昭
和
二
五
（
一
九
五
〇
）
年　

田
村
「
専
修
念
仏
の
受
容
過
程
」（『
歴
史
学
研

究
』
一
五
四
巻
）

昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年　

田
村
「
法
然
伝
の
史
的
考
察
」（『
仏
教
史
学
』

二
巻
１
・
２
・
３
）

昭
和
二
七
（
一
九
五
二
）
年　

田
村
「
悪
人
正
機
説
の
成
立
」（『
史
学
雑
誌
』

六
一
編
１
１
）

昭
和
三
〇
（
一
九
五
五
）
年　

菊
地
「
西
山
義
の
成
立
」（「
歴
史
地
理
」
八
五

号
３
・
４
）

昭
和
三
一
（
一
九
五
六
）
年　

田
村
『
法
然
上
人
傳
の
研
究
』（
法
蔵
館
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
「
天
王
寺
の
念
仏
」（「
日
本
歴
史
」
九

四
・
九
五
号
）

昭
和
三
三
（
一
九
五
八
）
年　

菊
地
「
黒
谷
別
所
と
源
空
」（「
日
本
仏
教
」
一

号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

菊
地
「
源
空
門
下
に
つ
い
て
」（「
浄
土
学　

法

然
上
人
研
究
号
」
二
六
号
）

昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年　

田
村
『
人
物
叢
書　

法
然
』（
吉
川
弘
文
館
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
村
『
日
本
仏
教
思
想
史
研
究　

浄
土
教
篇
』

（
法
蔵
館
）

昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年　

菊
地
「
源
智
と
静
遍
」（「
浄
土
学
」
二
八
号
）
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〈
２
〉
両
者
の
法
然
研
究
の
最
終
的
方
向
性

　

田
村
は
『
法
然
上
人
傳
の
研
究
』
で
先
ず
「
法
然
研
究
の
障
礙
」
に
つ
い
て
「
法

語
や
消
息
を
通
じ
て
法
然
像
を
探
究
す
る
場
合
、
信
憑
す
べ
き
自
筆
の
文
書
類
な
ど

が
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ぬ
こ
と
は
、
法
然
研
究
に
と
っ
て
致
命
的
な
障
礙
で
あ
る
。
た

だ
『
選
択
集
』
の
立
場
に
背
反
せ
ぬ
法
語
や
消
息
の
み
を
、
一
応
、
法
然
の
言
葉
と

考
え
得
る
と
い
う
点
に
、
右
の
障
礙
を
打
破
す
る
唯
一
の
道
が
残
さ
れ
て
い
る
に
過

ぎ
な（
15
）
い
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
針
が
以
後
の
法
然
研
究
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
教
義
・
思
想
と
い
う
主
体
的
レ
ベ
ル
の
課
題
へ
と
連
な

る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
菊
地
は
晩
年
の
著
作
『
源
空
と
そ
の
門
下
』（
法
蔵
館
・
昭
和
六
〇
年
）で

「
中
世
に
お
け
る
浄
土
宗
鎮
西
義
の
展
開
」
の
項
目
を
置
き
、
三
祖
良
忠
以
後
の
白

旗
流
の
人
脈
、
蓮
勝
、
了
実
、
そ
し
て
聖
囧
に
つ
い
て
話
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
そ
の
「
あ
と
が
き
」
で
「
こ
の
ご
ろ
は
、
始
め
の
目
的
か
ら
離
れ
て
、

浄
土
宗
の
僧
の
な
か
に
〝
道
心
者
〞
の
系
譜
が
断
続
し
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
の
姿
で

現
れ
て
い
る
こ
と
の
方
に
心
が
引
か
れ
て
、
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
の
心
の
問

題
と
し
て
持
ち
続
け
た
い
と
思
っ
て
い（
16
）
る
」
と
言
っ
て
い
る
。

　
〈
３
〉〝
宗
教
と
し
て
の
〞
態
度
と
〝
事
象
・
素
材
と
し
て
の
〞
態
度
の
相
関
性
の

問
題

　

両
者
に
お
い
て
看
取
さ
れ
る
重
要
な
こ
と
は
、
最
初
に
指
摘
し
た
二
つ
の
態
度
、

す
な
わ
ち
、〝
宗
教
と
し
て
の
〞
態
度
と
〝
事
象
・
素
材
と
し
て
の
〞
態
度
、
換
言

す
れ
ば
、〝
自
己
自
身
の
問
題
解
決
〞
を
信
仰
・
実
践
の
課
題
と
し
て
取
り
組
む
態

度
と
「
単
な
る
事
象
・
素
材
」
と
し
て
客
観
的
に
知
の
技
法
と
し
て
扱
う
態
度
と
が
、

一
人
の
研
究
者
に
お
い
て
次
第
に
重
な
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
両
者
に
お
い
て
は
、
関
心
の
持
ち
方
・
課
題
設
定
が
、

生
活
経
験
や
研
究
意
識
に
導
か
れ
て 

〝
宗
教
と
し
て
の
〞
と
い
う
方
向
性
が
顕
著
に

な
っ
て
い
く
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
昭
和
五
九（
一
九
八
四
）年
出
版

の
平
川
彰
編
『
仏
教
研
究
入
門
』（
大
蔵
出
版
）で
は
、
日
本
仏
教
の
領
域
で
各
宗
派

の
研
究（
宗
学
）が
取
り
上
げ
ら
れ
、
仏
教
学
に
携
わ
る
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
現
代

の
宗
学
の
状
況
と
課
題
と
が
期
待
を
込
め
て
語
ら
れ
て
い（
17
）
る
。

　

し
か
し
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
両
者
以
後
の
傾
向
を
概
観
す
る
と
、
双
方
の
方
法

論
ま
た
は
態
度
が
両
極
化
し
て
離
れ
て
い
く
傾
向
が
次
第
に
顕
著
に
な
り
、
以
後
今

日
に
至
る
ま
で
双
方
の
方
法
論
ま
た
は
態
度
は
両
極
化
・
隔
離
が
次
第
に
顕
著
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３
．
宗
学
論
＝
浄
土
宗
学
の
内
容
と
性
格
を
考
え
る
こ
と　

│
宗
学
論
の
端
緒
│

　

先
に
「〝
宗（
派
）学
〞
は
宗
乗
の
特
質
を
失
う
こ
と
の
な
い
、
三
学
の
〝
学
〞
を

意
味
す
る
『
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ
ル
』
の
特
色
を
持
続
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
成
立
す
る
と
強
調
し
た
い
」
と
、
論
者
の
考
え
方
を
示
し
た
。
そ
こ
で
、
浄
土

宗
学
の
内
容
と
性
格
、
す
な
わ
ち
、D

iscipline

に
つ
い
て
、
先
学
に
学
び
つ
つ
話

題
と
す
る
こ
と
に
す
る
。
実
は
、
こ
の
話
題
こ
そ
が
〝
宗
学
論
〞
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

　

法
然
研
究
、
と
り
わ
け
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
〝
宗
乗
〞

的
土
壌
に
種
蒔
さ
れ
た
三
つ
の
業
績
が
今
日
に
お
い
て
も
指
南
役
と
な
っ
て
い
る
こ

と
は
、
周
知
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
一
九
二
二
（
大
正
一
一
）
年
出
版
の
藤

堂
祐
範
著
『
選
択
集
大
観
』、
一
九
四
五
（
昭
和
二
〇
）
年
か
ら
相
次
い
で
出
版
の

石
井
教
道
著
『
選
択
集
の
研
究
』
註
疏
篇
と
総
論
篇
と
講
述
篇
の
三
部
作
、
そ
し
て
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一
九
二
五
（
大
正
一
四
）年
出
版
の
コ
ー
ツ
・
石
塚
龍
学
共
訳
『SA

IN
T
 

H
O
N
EN

』（
法
然
の
教
え
の
要
約
と
四
十
八
巻
伝
の
英
訳
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

す
べ
て
、
言
う
と
こ
ろ
の
「
三
学
の
〝
学
〞
を
意
味
す
る
『
信
仰
・
実
践
・
体
験
と

い
う
レ
ベ
ル
』
の
特
色
を
持
続
す
る
」
研
究
態
度
か
ら
生
ま
れ
出
た
作
業
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
近
代
的
知
の
技
法
と
い
う
よ
う
な
学
の
立
場
か
ら

も
凌
駕
さ
れ
て
い
な
い
優
れ
た
業
績
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ（
18
）
る
。

　
〈
１
〉
浄
土
宗
学
の
伝
統
を
た
ど
る

　

と
こ
ろ
で
、
法
然
研
究
は
江
戸
時
代
の
関
東
一
八
檀
林
に
お
け
る
浄
土
宗
僧
侶
教

育
・
養
成
の
体
制
の
中
で
、
浄
土
三
部
経
、
高
祖
善
導
、
宗
祖
法
然
、
二
祖
聖
光
、

三
祖
良
忠
と
続
く
二
祖
三
代
の
教
義
思
想
、
そ
し
て
伝
法
と
読
誦
・
威
儀
作
法
を
中

心
と
す
る
〝
宗
乗
〞
と
そ
の
他
の
仏
教
経
典
・
論
書
や
儒
学
な
ど
を
〝
余
乗
〞
と
し

て
区
分
け
し
て
、
浄
土
宗
僧
侶
教
育
の
基
盤
に
〝
宗
乗
〞
を
置
い
た
と
言
え
る
。
檀

林
に
お
け
る
教
育
は
、
そ
の
意
味
で
仏
道
修
行
す
な
わ
ち
信
仰
実
践
で
あ
る
と
と
も

に
教
養
人
と
し
て
の
人
間
形
成
が
窺
わ
れ
る
。
そ
の
教
育
か
ら
〝
知
〞
の
世
界
が
醸

成
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う（
19
）
か
。

　

少
な
く
と
も
広
い
意
味
で
伝
統
的
に
、
檀
林
教
育
の
手
法
が
法
然
及
び
浄
土
宗
に

関
す
る
研
究
を
推
進
し
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の
線
上
に
お
い
て
、
明

治
時
代
以
後
も
専
門
学
校
に
お
け
る
教
育
の
基
盤
が
蓄
積
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
か

ろ
う
が
、
右
記
の
よ
う
に
近
代
知
識
と
そ
の
技
法
を
積
極
的
に
評
価
し
一
般
化
さ
せ

た
大
学
設
置
法
に
よ
る
新
制
大
学
が
発
足
し
、
法
然
及
び
浄
土
宗
の
研
究
が
自
由
な

学
問
的
関
心
の
中
で
多
様
性
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
よ
う
な
学
的
風
潮
の
な
か
で
、
伝
統
的
な
宗
乗
的
研
究
に
触
れ
つ
つ
宗
学
の

特
色
と
在
り
方
に
関
し
て
積
極
的
に
問
題
提
起
す
る
三
人
の
研
究
者
の
指
摘
は
、
近

現
代
学
問
サ
ー
ク
ル
に
お
け
る
「
浄
土
宗
学
」
のD

iscipline

が
明
確
化
さ
れ
宗
学

論
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
端
緒
と
な（
20
）

る
。

　
〈
２
‐
１
〉
諸
戸
素
純
の
主
張

　

東
京
大
学
で
宗
教
学
を
専
攻
し
浄
土
宗
僧
侶
で
大
阪
市
立
大
学
宗
教
学
教
授
を
務

め
た
諸
戸
素
純
（
一
九
〇
七
│
一
九
七
〇
）
は
昭
和
三
九
（
一
九
六
四
）
年
に
『
法

然
上
人
の
現
代
的
理
解
』（
知
恩
院
宗
学
研
究
所
刊
）
を
発
表
し
、
宗
学
の
特
色
と

在
り
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

宗
学
と
は
、
ど
う
い
う
学
問
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
の
信
ず

る
と
こ
ろ
で
は
、
わ
が
国
の
宗
教
研
究
の
な
か
で
、
今
ま
で
不
当
に
軽
ん
ぜ
ら

れ
、
現
在
も
っ
と
も
、
そ
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
て
い
る
学
問
で
あ
っ
て
、
今

後
、
強
く
育
て
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
宗
学
は
、
教
団
の

信
仰
よ
り
出
発
す
る
学
問
で
あ
る
以
上
、
そ
の
特
殊
な
性
格
よ
り
し
て
、
教
団

の
元
祖
を
特
別
に
見
立
て
て
よ（
21
）
く
・
・　

と
言
う
。
宗
教
研
究
の
動
向
の
中
で
宗
学
が
置
か
れ
て
い
る
位
置
を
問
題
視
し
な
が

ら
、
学
問
態
度
を
明
確
に
語
る
。
こ
の
こ
と
は
、

実
証
的
研
究
を
重
ん
じ
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
そ
の
反
面
に
必
要
だ
と
思
わ
れ

る
、
神
学
的
要
素
が
、
わ
が
国
の
宗
教
研
究
に
は
、
全
く
欠
け
て
い（
22
）
た
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
神
学
的
要
素
と
は
客
観
的
態
度
に
対
峙
す
る
信
仰
実
践
的
態

度
と
言
え
、
そ
こ
で
、

複
雑
な
宗
教
現
象
の
研
究
に
は
、
科
学
的
研
究
方
法
と
と
も
に
、
性
質
は
全
く

違
っ
て
い
る
が
、
神
学
的
方
法
に
よ
る
宗
義
理
解
の
方
途
も
ま
た
必
要
で
あ
っ

て
、
二
つ
が
互
い
に
相
補
う
も
の
と
し
て
二
本
足
で
あ
る
こ
と
が
、
必
要
で
は

な
い（
23
）

か
。



三
九

　
　
　
　

法
然
研
究
と
浄
土
宗
学
論

と
指
摘
し
、
宗
教
研
究
が
実
証
的
研
究
方
法
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
事
象
を
「
単
な
る

事
象
・
素
材
」
と
し
て
客
観
的
に
知
の
技
法
と
し
て
扱
う
こ
と
で
十
分
で
は
な
く
て
、

神
学
的
方
法
、
す
な
わ
ち
、「
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ
ベ
ル
」
を
必
要
と
す

る
こ
と
の
主
張
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
諸
戸
は
学
問
サ
ー
ク
ル
に
お
け
る
宗
学
の
意
義
と
特
色
に
つ
い
て
、
五

つ
を
あ
げ
る
。

①　
「
あ
る
特
定
の
信
仰
よ
り
出
発
し
、
そ
の
信
仰
に
立
脚
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
〝
信
仰
に
立
脚
〞。

②　
「
今
日
を
導
き
現
代
の
問
題
を
解
決
す
る
に
足
る
原
理
を
信
仰
の
中
か
ら
導

き
出
す
こ
と
こ
そ
が
、
宗
学
の
究
極
的
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い

う
〝
信
仰
に
基
づ
く
現
代
的
問
題
の
解
決
〞。

③　
「
宗
学
は
、
信
仰
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
同
時
に
ま
た
、
厳
粛
な
学
的
活
動

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
〝
信
仰
を
前
提
と
し
た
厳
粛
な
学
問
性
〞。

④　
「
宗
学
と
は
、
こ
れ
に
従
う
学
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
信
仰
告
白
の
場
と
な

る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
〝
信
仰
告
白
の
場
と
し
て
の
学
問
〞。

⑤　
「
宗
学
は
、
特
定
の
教
団
に
属
し
、
教
団
の
伝
統
的
な
権
威
に
服
し
、
教
団

の
信
仰
活
動
の
重
要
な
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
〝
教
団
の
信
仰

活
動
の
重
要
な
一
部
〞。

　

こ
の
五
項（
24
）
目
は
、
ま
さ
に
諸
戸
が
近
代
的
知
の
技
法
、
す
な
わ
ち
、
実
証
的
研
究

の
風
潮
を
体
験
す
る
日
本
の
宗
教
研
究
の
な
か
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
キ
リ
ス

ト
教
神
学
の
特
色
か
ら
実
地
に
学
び
取
っ
た
〝
宗
学
の
特
色
と
在
り
方
〞
で
あ
る
。

近
代
の
学
問
サ
ー
ク
ル
の
中
に
お
け
る
宗
学
の
特
化
す
べ
き
五
項
目
の
主
張
で
あ
る

こ
と
に
注
目
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
五
項
目
をD

iscipline

（
規
範
・
有
る
べ

き
有
り
方
）と
し
て
宗
学
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
キ
ー
タ
ー
ム
は
、
関
わ
る
側
の

主
体
的
態
度
、〝
信
仰
・
実
践
〞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
〈
２
‐
２
〉
西
川
知
雄
の
主
張

　

仏
教
専
門
学
校
か
ら
第
三
高
校
を
経
て
東
京
大
学
で
和
辻
哲
郎
の
も
と
で
倫
理
学

を
学
ん
だ
浄
土
宗
門
人
で
三
重
県
立
大
学
で
哲
学
教
授
を
務
め
た
西
川
知
雄
（
一
九

一
七
│
一
九
七
一
）
は
、
論
文
「
浄
土
教
と
人
間
関
係
│
浄
土
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

│
」（『
法
然
浄
土
教
の
哲
学
的
解
明
』
昭
和
四
八
（
一
九
七
三
）
年
で
「
或
る
宗
教

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
に
、
入
信
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ

研
究
に
の
み
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
実
際
的
に
可
能
で
あ
る
か
と
い
う

問
題
が
生
じ
る
」
と
い
う
果
敢
な
問
い
を
立
て
て
、
次
の
よ
う
に
強
調
す
る
。

お
よ
そ
活
き
活
き
と
し
た
体
温
を
も
っ
て
活
動
し
て
い
る
『
宗
教
』
と
い
う
社

会
現
象
に
対
し
て
、
冷
た
い
「
学
」
の
メ
ス
を
差
し
込
む
こ
と
は
、
そ
の
メ
ス

を
差
し
込
ん
だ
と
た
ん
に
、
社
会
現
象
を
死
に
至
ら
し
め
、
研
究
者
の
学
問
的

ま
な
こ
（
眼
）
に
映
る
も
の
は
、
脈
拍
の
停
止
し
た
死
骸
と
し
て
の
「
宗
教
」

で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
懸
念
が
ま
ず
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
法
然
の
唱
導
し
た

浄
土
教
は
い
み
じ
く
も
多
分
の
情
感
を
含
ん
で
い
る
。
法
然
を
と
り
ま
く
人
々

の
心
情
的
結
合
は
、
阿
弥
陀
仏
に
対
す
る
情
的
絶
対
信
頼
の
る
つ
ぼ
の
中
で
結

び
合
っ
て
い
る
。
か
か
る
情
感
的
る
つ
ぼ
と
な
っ
て
い
る
人
々
の
心
的
結
合
に

対
し
て
、
冷
や
や
か
な
知
的
批
判
の
学
問
的
メ
ス
を
入
れ
、
そ
の
「
宗
教
」
を

生
き
た
ま
ま
の
相
に
お
い
て
解
明
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
が
怖
れ
ら
れ（
25
）
る
。

と
鋭
く
指
摘
す
る
。

　

宗
教
の
事
象
は
、「
知
的
批
判
の
メ
ス
を
入
れ
」
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
言
う
。
こ
こ
に
は
、
近
代
的
知
の
技
法
と
し
て
宗
教
を
理
解
す
る
こ
と
へ
の
疑
問



四
〇

　
　
　
　

佛　

教　

文　

化　

研　

究

の
増
幅
が
如
実
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
言
わ
ば
、「
信
仰
・
実
践
・
体
験
と
い
う
レ

ベ
ル
」
の
特
色
を
捨
て
去
っ
た
方
法
が
宗
教
研
究
に
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
西
川
の
言
を
借
り
れ
ば
、「
知
的
批
判
の
メ
ス
を
入
れ
」
て
理
解
す
る
こ
と

が
〝
学
〞
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
学
は
〝
非
〞
学
問
的
と
い
う
こ
と
に
な（
26
）
る
。
し
か

し
実
は
、「『
宗
教
』
を
生
き
た
ま
ま
の
相
（
リ
ア
ル
）
に
お
い
て
解
明
」
し
う
る
か

と
い
う
こ
と
が
切
実
な
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
課
題
を
積
極
的
に
問
い
続

け
る
態
度
の
〝
学
〞
と
し
て
宗
学
の
特
質
が
語
ら
れ
る
。

　
〈
２
‐
３
〉
藤
堂
恭
俊
の
主
張

　

仏
教
専
門
学
校
か
ら
旧
制
大
正
大
学
に
学
び
望
月
仏
教
大
辞
典
編
纂
に
も
関
与
し

佛
教
大
学
で
浄
土
学
教
授
を
勤
め
た
藤
堂
恭
俊
（
一
九
一
八
│
二
〇
〇
〇
）
は
、
法

然
及
び
浄
土
宗
の
研
究
と
浄
土
宗
学
に
関
す
る
議
論
な
ど
が
多
様
化
を
示
す
な
か
で
、

平
成
三
（
一
九
九
一
）
年
に
「『
宗
学
』
の
規
定
と
そ
の
役
割
」（『
浄
土
教
文
化

論
』
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
）と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
論
旨
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。

「
宗
学
」
に
し
て
も
、「
宗
義
」、「
宗
乗
」
に
し
て
も
、
さ
ほ
ど
、
厳
密
な
概
念

規
定
を
行
わ
な
い
ま
ま
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら

「
学
」、「
義
」、「
乗
」
の
い
づ
れ
に
も
「
宗
」
と
い
う
字
を
冠
し
て
い
る
限
り
、

こ
れ
ら
の
三
は
「
宗
」
を
離
れ
て
成
立
し
な
い
、
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

現
今
、「
宗
」
と
い
え
ば
宗
団
と
解
さ
れ
易
い
が
、
こ
の
場
合
の
「
宗
」
は
、

宗
団
を
成
立
せ
し
め
る
精
神
的
内
容
、
す
な
わ
ち
、
主
観
的
な
精
神
的
依
拠
、

自
分
自
身
に
と
っ
て
唯
一
絶
対
の
依
拠
と
し
て
の
得
脱
の
道
を
指
す
と
考
え
て

よ（
27
）
い
。

　

そ
し
て
藤
堂
は
、
醍
醐
本
『
法
然
上
人
伝
記
』
の
「
一
期
物
語
」
第
四
話
と
第
七

話
の
法
然
上
人
の
詞
に
も
と
づ
い
て
、
浄
土
一
宗
に
お
け
る
信
仰
の
目
的（
所
求
）を

示
し
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願（
所
帰
の
聖
意
）と
往
生
浄
土
の
方
法
の
口
称
名
号
（
去

行
）
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
浄
土
『
宗
』
に
内
含
す
る

所
求
、
所
帰
、
去
行
の
大
概
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
「
禅
勝

房
と
の
十
一
問
答
」
の
第
一
問
答
に
「
今
、
浄
土
宗
を
立
つ
る
事
は
浄
土
正
依
の
経

に
付
て
往
生
極
楽
の
義
を
解
得
の
先
達
（
に
よ
っ
て
）
宗
名
を
立
つ
る
也
」
と
あ
る

こ
と
を
根
拠
に
し
て
、

「
宗
義
」
と
は
ま
さ
に
法
然
上
人
が
口
称
念
仏
三
昧
と
い
う
宗
教
体
験
に
基
づ

き
、
浄
土
三
部
経
を
と
お
し
て
解
得
さ
れ
た
「
往
生
極
楽
の
義
」
を
指
す
と
み

る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
「
宗
義
」
を
尊
重
頂
戴
し
、
そ
こ
に
自
分
自
身
の
得
脱

の
道
を
求
め
、
実
践
す
る
こ
と
こ
そ
「
宗
乗
」
と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
る
。

「
乗
」
は
「
乗
り
も
の
」
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
に
「
乗
る
」
と
い
う
主
体
的
実

践
が
な
け
れ
ば
、「
乗
り
も
の
」
と
し
て
の
本
来
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、「
宗
義
」
を
具
体
的
に
明
示
す
る
法

然
上
人
の
遺
文
に
対
し
て
、
厳
密
な
原
典
研
究
を
行
い
、
資
料
価
値
と
原
意
を

見
極
め
る
こ
と
が
重
要
課
題
と
な（
28
）
る
。

と
、
そ
の
内
容
に
関
し
て
語
る
。
言
う
と
こ
ろ
の
「
厳
密
な
原
典
研
究
」
に
よ
っ
て

「
資
料
価
値
と
原
意
」
を
見
極
め
る
こ
と
、
極
言
す
れ
ば
「
原
意
」
を
見
極
め
る
た

め
の
原
典
研
究
で
あ
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
か
ら
、
藤
堂
は
、
次
の
よ
う
に
断
定
す
る
。

宗
祖
法
然
上
人
の
遺
文
を
「
宗
義
」
と
仰
ぎ
、
そ
れ
を
通
し
て
救
済
の
道
理
を

心
得
る
こ
と
が
「
宗
学
」
で
あ
る
。
救
済
の
道
理
を
心
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

自
ら
こ
ざ
か
し
い
人
間
の
思
慮
分
別
を
捨
て
去
り
、
文
字
ど
お
り
「
た
だ
一
向
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法
然
研
究
と
浄
土
宗
学
論

に
念
仏
」
す
る
と
い
う
「
宗
乗
」
へ
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に

「
宗
義
」
に
か
か
わ
る
内
外
の
諸
問
題
に
解
決
を
与
え
る
こ
と
は
「
宗
学
す

る
」
こ
と
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
「
宗
学
す
る
」
人
を
「
宗
乗
」
へ
翻
転
せ
し

め
る
こ
と
に
「
宗
学
」
の
役
割
を
見
出
す
べ
き
で
あ（
29
）
る
。

と
。
宗
学
に
求
め
ら
れ
る
の
は
「
宗
学
す
る
」
と
い
う
態
度
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
知
識
の
範
疇
に
は
な
い
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
藤
堂
は
、

そ
の
当
時（
時
代
）に
起
こ
っ
た
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
宗
祖
法

然
上
人
の
真
精
神
を
、
そ
の
時
代
に
開
顕
す
る
こ
と
こ
そ
「
宗
学
」
の
目
的
で

あ（
30
）
る
。

と
す
る
。
宗
学
の
目
的
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
積
極
的
か
つ
明
確
に
語
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

藤
堂
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
浄
土
宗
学
の
基
幹
を
明
確
に
し
な
が
ら
も
、「『
宗

義
』
を
具
体
的
に
明
示
す
る
法
然
上
人
の
遺
文
に
対
し
て
、
厳
密
な
原
典
研
究
を
行

い
、
資
料
価
値
と
原
意
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
課
題
」
と
し
て
歴
史
・
文
献
書
誌

学
を
援
用
し
な
が
ら
「『
宗
義
』
に
か
か
わ
る
内
外
の
諸
問
題
に
解
決
を
与
え
る
こ

と
は
『
宗
学
す
る
』
こ
と
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
『
宗
学
す
る
』
人
を
『
宗
乗
』
へ

翻
転
せ
し
め
る
こ
と
に
『
宗
学
』
の
役
割
を
見
出
す
べ
き
で
あ
る
」
と
狭
義
に
絞
り

込
み
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
そ
の
当
時（
時
代
）に
起
こ
っ
た
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
宗
祖
法
然
上
人
の
真
精
神
を
、
そ
の
時
代
に
開
顕
す
る
こ
と
こ
そ
『
宗

学
』
の
目
的
で
あ
る
」
と
断
言
す
る
。
こ
の
言
表
は
、
ま
さ
に
宗
学
の
〝
規
律
・
学

科
・
分
野
〞
の
表
明
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

　

お
わ
り
に
│
浄
土
宗
学
と
宗
学
論
の
相
関
性

　

広
義
の
意
味
で
は
、
浄
土
宗
と
い
う
教
団
・
宗
祖
・
教
義
、
そ
し
て
教
義
の
相
続

と
い
う
諸
要
素
を
包
括
し
て
〝
宗
学
〞
の
用
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の

観
点
に
立
て
ば
、
宗
学
は
類
概
念
・
包
括
概
念
と
し
て
一
般
化
さ
れ
る
。
い
っ
た
い

何
が
浄
土
宗
学
を
浄
土
宗
学
と
し
て
成
り
立
た
し
め
る
特
性
で
あ
る
か
。
こ
の
問
い

は
、
こ
こ
で
た
ど
っ
て
き
た
よ
う
に
、
近
代
知
を
積
極
的
に
評
価
す
る
近
現
代
学
問

の
影
響
を
契
機
と
し
て
現
れ
出
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
を
主
体
的
に
問
う
時

に
「
宗
学
論
」
を
惹
起
さ
せ
る
。
そ
れ
が
宗
学
研
究
方
法
論
へ
と
連
な
る
こ
と
に
な

（
31
）
る
。
近
現
代
の
学
問
の
風
潮
の
中
に
あ
っ
て
は
、「
宗
学
に
対
す
る
問
い
」
の
発
生

と
宗
学
論
と
は
呼
応
し
て
い
る
。

　

三
人
の
意
見
は
、
宗
学
へ
の
尖
鋭
な
関
心
か
ら
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
諸
戸
意
見

は
、
宗
教
学
全
般
の
な
か
に
お
け
る
宗
学
の
特
化
性
を
「
信
仰
」「
教
団
」「
厳
粛
な

学
」「
信
仰
告
白
の
場
」「
今
日
の
問
題
を
解
決
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
特
性
に
定
め

る
。
そ
れ
は
実
証
的
科
学
の
方
法
に
対
峙
す
る
よ
う
な
位
置
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し

つ
つ
、
宗
教
研
究
に
お
い
て
は
主
体
的
な
宗
学
的
研
究
と
と
も
に
重
要
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
西
川
意
見
は
、
そ
も
そ
も
宗
教
の
現
象
は
冷
淡
な
知
的
実
証
的
な
メ

ス
で
切
り
裁
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
う
。
そ
こ
に
、
極
め
て
主
体
的
意
味
で
人

間
の
実
存
的
問
題
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
規
範
的
性
格
が
窺
わ
れ
る
。
藤

堂
意
見
は
、
浄
土
宗
と
い
う
具
体
的
宗
教
に
お
い
て
特
化
す
る
要
素
を
宗
祖
に
定
め

て
、
所
求
と
し
て
の
往
生
浄
土
、
所
帰
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
、
去
行
と
し
て
の
念
仏

を
、
自
分
自
身
の
得
脱
の
道
を
歩
む
も
の
と
し
て
主
体
的
に
実
践
す
る
こ
と
へ
と
翻

転
さ
せ
る
「
宗
学
す
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
や
ま
な
い
。

　

こ
の
三
者
に
貫
か
れ
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
論
調
に
立
っ
て
、
我
わ
れ
は
浄
土
宗
学
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佛　

教　

文　

化　

研　

究

の
特
性
と
浄
土
宗
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
然
お
よ
び
列
祖
の
教
義
思
想
研
究
の

必
然
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
多
分
に
、
関
心
を
抱
き
学
ぶ
側
の
問

題
意
識
と
態
度
に
関
わ
る
性
格
の
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　

ほ
ぼ
同
時
代
の
宗
門
人
で
あ
り
浄
土
宗
学
に
関
わ
っ
た
三
人
は
、
近
現
代
知
の
趨

勢
に
お
け
る
浄
土
宗
学
の
問
題
と
課
題
と
を
提
示
し
、「
宗
学
と
は
何
か
」
に
つ
い

て
主
体
的
・
課
題
的
・
特
質
的
に
論
じ
た
。
そ
れ
が
「
宗
学
論
」
で
あ
り
、
宗
学
に

関
わ
る
者
が
常
に
課
題
と
し
て
問
い
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
促
す
ゆ
え
に
、
宗

学
存
立
の
基
盤
に
お
い
て
常
に
脈
打
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ

に
そ
の
問
題
意
識
か
ら
の
営
み
の
特
色
と
意
味
と
方
向
づ
け
が
、
宗
学
の

〝discipline

＝
規
律
・
学
科
・
分
野
〞
そ
の
も
の
を
形
成
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
近
現

代
の
学
問
の
趨
勢
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
意
味
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
を
思
う
時
に
、
こ
の
課
題
は
、
私
見
で
は
す
で
に
、
三
祖
良
忠
上
人
が

『
決
疑
鈔
』
第
四
で
『
選
択
集
』
第
四
章
の
廃
立
・
助
正
・
傍
正
の
三
義
を
め
ぐ
っ

て
、
実
義
に
対
し
て
〝
練
磨
の
義
〞
を
論
じ
る
態
度
に
通
じ
る
も
の
が
宗
学
論
と
し

て
見
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
少
し
く
触
れ
た

こ
と
が
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
取
り
組
ん
で
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
い
づ
れ
に
し

て
も
、
宗
学
の
活
性
化
と
充
実
は
宗
学
論
を
起
爆
剤
と
す
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
二
日
稿
）

　
　

註
（
1
）　

こ
れ
は
学
問
と
し
て
関
心
を
発
す
る
者
の
基
本
的
な
態
度
の
問
題
で
あ
る
。
自
ら
の

主
体
的
な
問
題
解
明
・
自
己
究
明
の
態
度
か
、
そ
の
よ
う
な
主
体
的
な
態
度
を
捨
象
し

て
対
象
そ
の
も
の
へ
関
わ
る
態
度
か
、
と
い
う
基
本
的
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
い
を

明
確
に
す
る
こ
と
が
研
究
者
に
求
め
ら
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
問
題
視
さ
れ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）　

ワ
ッ
ハ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
す
で
に
拙
著
『
法
然
浄
土
教
の
宗
教
思
想
』（
平
楽
寺

書
店
・
二
〇
〇
三
年
）序
論
第
一
章
「
宗
学
研
究
方
法
に
お
け
る
法
然
研
究
の
現
状
と
課

題
」
に
お
い
て
具
体
的
に
関
説
し
て
い
る
の
で
、
同
著
一
四　

〜
二
三
頁
参
照
。
ま
た
、

『
宗
学
と
現
代
』
第
六
号（
曹
洞
宗
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
刊
）で
提
起
す
る
八
木
誠
一
氏
の

「
表
現
言
語
と
記
述
言
語
」
と
い
う
指
摘
に
も
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
わ
が
国
の

宗
教
研
究
に
お
い
て
は
昭
和
三
七
年
に
西
谷
啓
治
著
『
宗
教
と
は
何
か
』（
創
文
社
）と

昭
和
三
六
年
に
岸
本
英
夫
著
『
宗
教
学
』（
大
明
堂
）が
出
版
さ
れ
研
究
方
法
論
及
び
宗

教
に
対
す
る
学
問
的
態
度
を
め
ぐ
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）　

各
々
の
学
の
成
立
は
、
言
う
と
こ
ろ
の
〝discipline

＝
規
律
・
学
科
・
分
野
〞
を

基
幹
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
が
我
が
国
の
宗
教
・
思
想
系
の

学
会
に
お
い
て
顕
著
に
課
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
の

比
較
思
想
学
会
設
立
に
あ
た
っ
て
諸
学
の
分
野
か
ら
色
々
と
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
思
い

出
さ
れ
る
。
そ
の
議
論
の
中
で
筆
者
に
は
「
宗
学
と
は
何
か
」
の
問
い
が
惹
起
し
た
こ

と
で
も
あ
る
。

（
4
）　
〝
自
己
自
身
の
問
題
解
決
〞
す
な
わ
ち
自
己
究
明
に
関
わ
る
営
み
は
、
理
性
的
・
悟

性
的
な
思
考
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
て
、
悟
り
・
救
い
と
い
う
体
験
的
自
己
実
現
で
あ
り
、

主
体
的
な
信
仰
・
実
践
の
レ
ベ
ル
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
仏
教
の
歴
史
が
証
明
し
て

い
る
。
言
う
と
こ
ろ
の
仏
教
の
歴
史
の
特
色
を
捨
象
す
る
な
ら
ば
、
仏
教
に
つ
い
て
の

学
の
〝discipline

＝
規
律
・
学
科
・
分
野
〞
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
。
宗
学
の
基
幹

も
こ
の
点
に
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

（
5
）　
「
仏
道
を
修
行
す
る
者
の
必
ず
修
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
三
つ
の
最
も
基
本
的
な
修

行
の
部
類
を
い
う
」（
中
村
元
著
『
佛
教
語
大
辞
典
』
上
巻
・
東
京
書
籍
・
昭
和
五
〇

年
・
四
五
八
頁
）。
言
う
と
こ
ろ
の
〝
学
〞
は
「
増
上（
卓
越
）せ
る
三
種
の
行
法
の
意
」

な
の
で
あ
る
。
法
然
が
自
ら
の
求
道
に
お
い
て
「
三
学
の
器
も
の
に
非
ず（
三
学
非

器
）」
と
自
己
自
身
を
凝
視
し
た
こ
と
が
発
出
す
る
意
味
の
深
さ
を
追
求
す
る
こ
と
が
法

然
を
宗
祖
と
す
る
浄
土
宗
の
教
行
に
お
い
て
最
も
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で

の
〝
学
〞
が
宗
学
の
基
幹
と
な
る
。

（
6
）　

一
八
世
紀
以
前
の
西
欧
に
お
け
る
事
情
に
お
い
て
は
宗
教
と
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
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法
然
研
究
と
浄
土
宗
学
論

そ
れ
以
外
へ
の
関
心
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
地
理
上
の
発
見
を
強
烈
な
契
機
と
し
て
、
キ

リ
ス
ト
教
以
外
に
東
洋
文
化
圏
の
仏
教
や
未
開
社
会
の
民
族
信
仰
形
態
な
ど
が
話
題
と

さ
れ
る
な
か
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基
幹
に
お
い
て
確
保
し
な
が
ら
そ
れ
以
外
の
仏
教
や

諸
々
の
民
族
信
仰
形
態
な
ど
を
一
括
り
に
し
て
〝
宗
教
〞
の
概
念
の
下
で
成
立
し
た
の

が
、
い
わ
ゆ
る
宗
教
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
幹
と
す
る
キ
リ
ス
ト

教
以
外
の
仏
教
や
諸
々
の
信
仰
形
態
な
ど
は
、
研
究
当
事
者
に
と
っ
て
は
主
体
的
課
題

で
は
な
く
て
極
め
て
対
象
的
現
象
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
近
代
的
知
の
技
法

を
駆
使
し
て
の
比
較
作
業
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
一
方
に
お
い
て
す
で

にM
.

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
近
代
知
が
事
物
を
対
象
化
し
て
〝
像
〞
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を

特
徴
と
す
る
と
指
摘
し
た
こ
と
、
一
方
でM

.

ミ
ュ
ラ
ー
が
「
一
つ
の
宗
教
し
か
知
ら
な

い
者
は
、
宗
教
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
」
と
し
た
こ
と
、
な
ど
に
指
摘
で
き
よ
う
。

（
7
）　

近
現
代
の
日
本
の
仏
教
学
の
傾
向
は
、
き
わ
め
て
色
濃
く
「M

ax M
ueller

及
び
南

條
文
雄
や
荻
原
雲
来
な
ど
日
本
人
仏
教
学
者
の
業
績
」
の
う
え
で
今
日
に
至
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
そ
の
特
色
は
「
近
代
の
知
の
技
法
を
用
い
て
仏
教
を
〝
単
な
る
事
象
・

素
材
〞
と
し
て
文
献
書
誌
学
的
に
捉
え
る
手
法
」
で
あ
る
。
こ
の
手
法
な
ど
を
思
想
史

的
に
辿
っ
て
私
考
し
た
の
が
拙
稿
「
概
観　

法
然
仏
教
と
現
代
│
法
然
の
言
葉
か
ら
近

現
代
思
想
を
考
え
る
│
」（
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
編
『
法
然
上
人
八
〇
〇
年
大
遠
忌
記

念　

法
然
仏
教
と
そ
の
可
能
性
』
法
蔵
館
・
二
〇
一
二
年
・
八
八
九
│
九
一
〇
頁
）で
あ

る
の
で
、
参
照
。

（
8
）　

例
え
ば
、
柴
田
泰
山
は
大
正
一
三
年
の
宗
教
大
学
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
関
し
て
、
望
月

信
亨
の
学
問
傾
向
か
ら
方
向
づ
け
ら
れ
る
特
色
の
な
か
で
「『
頌
義
』
教
育
の
復
活
、
浄

土
宗
義
の
独
自
性
の
自
覚
を
促
す
も
の
、
伝
宗
伝
戒
を
念
頭
に
置
い
た
科
目
」
を
指
摘

し
、
望
月
の
『
自
叙
伝
』
か
ら
「
こ
の
時
代
に
浄
土
宗
全
体
が
浄
土
宗
僧
侶
と
し
て
の

あ
る
べ
き
理
想
像
に
対
し
て
、
こ
れ
を
大
学
教
育
に
お
い
て
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た

強
い
空
気
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
」（
江
島
・
三
浦
・
松
野
編
『
シ
リ
ー
ズ
大
学
と
宗
教

│
近
代
日
本
の
大
学
と
宗
教
』
法
蔵
館
・
二
〇
一
四
年
・
二
七
三
│
二
七
六
頁
）
と
い

う
指
摘
は
、
上
記
の
よ
う
に
明
治
三
六
（
一
九
〇
三
）
年
以
後
の
大
学
予
科
や
専
門
学

校
を
含
む
浄
土
宗
の
僧
侶
教
育
の
内
容
と
方
向
性
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
民
主
教
育
の
中
で
近
代
高
等
教
育
機
関
と
し
て
の
大
学
設
置
基

準
に
相
応
す
る
学
問
研
究
組
織
体
へ
の
変
革
は
、
宗
教
研
究
な
か
ん
ず
く
宗
派
に
お
け

る
宗
学
に
と
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
大
学
教
育
・
専
門
学
校
教
育
に
お
い
て
培
っ

た
も
の
を
断
ち
切
っ
た
感
が
無
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
変
革
が
も
た
ら
し
た
仏
教
学

研
究
と
法
然
研
究
の
在
り
方
へ
の
反
省
と
取
り
返
し
と
を
、
本
稿
で
は
以
下
に
お
い
て

指
摘
し
中
心
の
話
題
と
し
た
い
。　
　

（
9
）　

い
さ
さ
か
過
激
な
表
現
か
も
し
れ
な
い
が
、
拙
著
『
法
然
浄
土
宗
学
論
究
』（
平
楽

寺
書
店
・
二
〇
〇
九
年
）プ
ロ
ロ
ー
グ
参
照
。
例
え
ば
、S.

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
〝
非
学
問

的
〞、
ま
た
、
後
述
の
西
川
知
雄
は
〝
非
宗
学
的
〞
と
言
う
語
法
を
用
い
る
。
両
者
の
指

摘
は
と
も
に
、
近
代
知
の
技
法
を
〝
学
〞
と
す
れ
ば
自
ら
の
方
法
は
〝
非
・
・
〞
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
近
代
の
学
に
お
い
て
〝
非
・
・
〞
と
さ
れ
る
学
こ
そ

が
「
真
実
の
意
味
で
の
学
」
で
あ
る
と
言
う
暗
示
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

注（
26
）参
照
。

（
10
）　

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
す
で
に
昭
和
五
三（
一
九
七
八
）年
に
「
宗
学

論
を
め
ぐ
る
断
片
的
覚
え
書
」（
知
恩
院
浄
土
宗
学
研
究
所
「
浄
土
宗
学
研
究
」
一
〇

号
）に
お
い
て
「
宗
学
論
」
と
い
う
用
語
を
創
り
上
げ
た
。
そ
の
論
考
は
問
題
提
起
の
域

を
出
て
い
な
か
っ
た
の
で
注
に
「
表
題
の
『
宗
学
論
』
と
い
う
用
語
自
体
、
熟
し
た
も

の
で
は
な
い
が
、
一
応
の
概
念
規
定
と
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
こ
の
観
点
は
、
現
代

に
お
け
る
宗
教
研
究
の
一
領
域
を
形
成
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
」
と

す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
本
稿
に
お
け
る
再
考
で
一
歩
前
進
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
。　
　

（
11
）　

春
秋
社
『
春
秋
』
平
成
二
四
年
一
〇
月
号
・
二
│
三
頁
。

（
12
）　

筆
者
は
門
外
漢
で
は
あ
る
が
、
歴
史
学
の
成
立
は
哲
学
の
範
囲
内
で
の
位
置
づ
け
が

あ
る
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
歴
史
学
に
は
哲
学
が
必
然
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

「
歴
史
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
の
下
で
営
み
続
け
ら
れ
る
態
度
と
し
て
の
歴
史
哲
学
が

基
幹
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
幹
を
何
処
に
置
く
か
と
い
う
問
い
を
明
確

に
し
な
い
ま
ま
の
歴
史
学
は
単
な
る
事
象
・
記
述
を
恣
意
的
に
体
系
化
す
る
こ
と
に
陥

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
13
）　
『
法
然
上
人
伝
の
研
究
』（
法
蔵
館
・
昭
和
四
六
年
）
あ
と
が
き

（
14
）　
『
源
空
と
そ
の
門
下
』（
法
蔵
館
・
昭
和
五
九
年
）
あ
と
が
き
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佛　

教　

文　

化　

研　

究

（
15
）　

前
掲
『
法
然
上
人
傳
の
研
究
』
一
一
頁

（
16
）　
『
源
空
と
そ
の
門
下
』（
法
蔵
館
・
昭
和
六
〇
年
） 

四
二
八
頁

（
17
）　

平
川
彰
編
『
仏
教
研
究
入
門
』（
大
蔵
出
版
・
昭
和
五
九
年
）参
照
。
仏
教
学
一
般
か

ら
宗
学
へ
の
意
見
が
積
極
的
に
提
起
さ
れ
た
時
代
か
ら
い
う
と
、
現
在
の
「
イ
ン
ド
学

仏
教
学
会
」
や
「
日
本
仏
教
学
会
」
に
お
け
る
宗
学
的
学
の
話
題
は
極
端
に
少
な
い
。

そ
れ
は
宗
門
系
大
学
に
お
け
る
宗
学
の
存
在
意
義
と
位
置
づ
け
の
問
題
と
共
に
、
研
究

者
自
身
が
仏
教
学
の
性
格
や
方
法
に
飲
み
込
ま
れ
た
学
と
し
て
の
宗
学
を
規
定
し
て
い

る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
18
）　
『
選
択
集
』
の
書
誌
学
的
研
究
と
註
疏
・
論
述
に
関
す
る
研
究
、
そ
し
て
法
然
の
教

え
の
要
約
と
伝
記
の
英
訳
と
い
う
三
業
績
が
宗
乗
的
研
究
を
母
体
と
し
て
生
み
出
さ
れ

て
い
る
と
言
う
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
の
九
〇
年
ば
か
り
の
法
然
研

究
に
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る
ほ
ど
の
骨
太
の
研
究
は
見
当
た
ら
な
い
。
近
現
代
の
知
の
技

法
が
一
体
何
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。

（
19
）　

前
掲
『
シ
リ
ー
ズ
大
学
と
宗
教
１　

近
代
日
本
の
大
学
と
宗
教
』
所
収
の
柴
田
泰
山

稿
の
第
三
節
「
近
世
の
浄
土
宗
学
」
二
五
五
│
二
五
九
頁
参
照
。
檀
林
教
育
に
つ
い
て

は
制
度
や
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
研
究
は
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
檀
林
と
い
う
僧
堂
教
育
に

お
け
る
宗
侶
養
成
の
内
実
に
つ
い
て
の
研
究
は
困
難
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
こ
の

よ
う
な
評
価
を
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
檀
林
教
育
に
お
い
て
は
、
そ
の
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
こ
の
時
代
に
お
け
る
〝
宗
学
の
規
範
性<discipline>

〞

の
伝
授
修
得
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

（
20
）　

こ
の
端
緒
は
浄
土
宗
学
が
近
代
学
問
の
サ
ー
ク
ル
の
中
に
位
置
を
得
よ
う
と
す
る
限

り
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
提
起
で
あ
る
。
近
代
学
問
の
レ
ベ
ル
に
置
い
て
宗
学
は
宗
学

独
自
のD

iscipline

を
明
確
に
し
て
諸
学
と
出
会
い
・
比
較
・
対
話
す
る
こ
と
が
な
け
れ

ば
、
宗
学
は
近
代
知
の
学
府
で
あ
る
大
学
に
お
い
て
存
在
す
る
積
極
的
な
意
味
を
自
ら

放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
21
）　

諸
戸
素
純
著
『
法
然
上
人
の
現
代
的
理
解
』（
知
恩
院
宗
学
研
究
所
・
昭
和
三
九

（
一
九
六
四
）
年
）
は
じ
め
に

（
22
）　

同
右　

六
頁

（
23
）　

同
右　

七
頁

（
24
）　

同
右　

八
、
九
、
一
一
、
八
頁

（
25
）　

西
川
知
雄
著
『
法
然
浄
土
教
の
哲
学
的
解
明
』（
山
喜
房
仏
書
林
・
昭
和
四
八
年
）所

収
「
浄
土
教
と
人
間
関
係
│
浄
土
教
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
│
」
七
九
、
八
八
│
八
九
頁

（
26
）　

西
川
の
論
文
に
「〈
非
〉
宗
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
と
副
題
を
付
し
た
論
考
が
あ
る
。

Ｓ
．
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
実
存
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
理
性
的
論
理
や
倫
理

の
範
疇
に
位
置
し
な
い
思
惟
を
「
非
学
問
的
」
と
す
る
が
、
例
え
ば
、〝
不
安
〞
の
考
察

を
概
念<Begriff.>

と
し
て
把
握
さ
れ
た
状
態
で
な
く
て
把
握
す
る
こ
と<begreifen>

そ
の
こ
と
を
重
視
す
る
。
西
川
の
問
題
提
起
の
意
味
が
こ
こ
に
同
様
に
存
す
る
と
思
わ

れ
る
。
注
⑨
参
照
。

（
27
）　

藤
堂
恭
俊
稿
「『
宗
学
』
の
規
定
と
そ
の
役
割
」（
浄
土
宗
総
合
研
究
所
編
『
浄
土
教

文
化
論
』・
平
成
三
年
）
二
三
頁

（
28
）　

同
右　

二
四
頁

（
29
）　

同
右　

二
四
頁

（
30
）　

同
右　

二
五
頁

（
31
）　

浄
土
宗
学
が
近
現
代
の
学
と
し
て
諸
学
の
サ
ー
ク
ル
の
中
に
位
置
づ
け
さ
れ
る
た
め

に
は
、
宗
学
の
〝discipline

＝
規
律
・
学
科
・
分
野
〞
を
明
確
に
形
成
す
る
こ
と
、
そ

の
学
的
対
象
の
問
題
よ
り
も
む
し
ろ
方
法
論
の
問
題
お
よ
び
検
討
を
必
要
と
す
る
。
例

え
ば
、
宗
学
は
宗
学
独
自
の
方
法
論
を
基
軸
と
し
て
持
た
ず
に
、
歴
史
学
や
文
献
書
誌

学
な
ど
の
方
法
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、
方
法
論
に
お
け
る
揺
れ
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
に
な
る
。
宗
学
独
自
の
方
法
論
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
平
成
六
年
に
知
恩
院
浄

土
宗
学
研
究
所
『
浄
土
宗
学
研
究
』
第
一
〇
号
で
「
浄
土
宗
学
研
究
方
法
論
・
私
考
│

特
質
と
し
て
の
教
行
性
と
翻
訳
性
│
」
を
発
表
し
て
い
る
の
で
参
照
。
改
め
て
こ
の
課

題
の
前
に
居
る
こ
と
に
な
る
。

【
付
記
】
本
稿
は
平
成
二
六
年
一
月
一
五
日
に
行
わ
れ
た
筆
者
の
佛
教
大
学
で
の
最
終
講
義

と
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
〇
日
の
浄
土
宗
総
合
研
究
所
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
宗
学
論
研
究

班
」
で
の
発
表
を
再
検
討
し
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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　『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

郡　

嶋　

昭　

示

『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

は
じ
め
に

　

聖
光
の
代
表
的
な
著
作
と
し
て
知
ら
れ
る
『
徹
選
択
集
』
を
扱
う
際
、
現
時
点
で

は
、江
戸
天
保
期
に
上
梓
さ
れ
た
版
本
を
底
本
と
す
る
『
浄
土
宗
全
書
』（
以
下
『
浄

全
』）
七
巻
所
収
の
も
の
と
『
浄
全
』
本
を
底
本
と
し
て
組
み
直
し
た
『
浄
土
宗
聖
典
』

（
以
下
『
聖
典
』）
三
巻
所
収
の
も
の
以
外
に
手
に
と
れ
る
も
の
は
な
く
、
こ
れ
ら
の

テ
キ
ス
ト
を
も
と
に
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
関
す
る

書
誌
の
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
例
が
な
く
、『
浄
全
』
本
や
『
聖
典
』
本
を

も
と
に
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
最
善
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
検
討
が
行
わ
れ
な
い
ま

ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
天
保
版
の
他
に
確
認
さ
れ
て
い
る
諸
本
に
は

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
本
の
有
す
る
性
格
は
い
か

な
る
も
の
か
と
い
っ
た
点
も
こ
れ
ま
で
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

本
稿
で
は
、『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て

そ
れ
ぞ
れ
の
諸
本
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
諸
本
の

整
理
を
通
じ
て
論
じ
、『
浄
全
』
本
、『
聖
典
』
本
を
使
用
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い

て
も
言
及
し
た
い
と
思
う
。
本
稿
で
は
紙
面
の
都
合
上
、
上
下
二
巻
の
う
ち
上
巻
を

中
心
に
、
大
正
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
の
も
の
を
中
心
に
整
理
を
し
た
い
と
思
う
。

一
、
現
存
す
る
諸
本

　
『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
は
、『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
と
『
国
書
総
目
録
』
に
よ
る
と

江
戸
期
に
開
版
さ
れ
た
も
の
が
五
系
統
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
今
回
調
査
し
た
大
正

大
学
所
収
の
諸
本
に
は
四
系
統
の
諸
本
が
確
認
さ
れ
た
が
、
刊
記
の
な
い
も
の
が
二

本
あ
り
こ
れ
ら
の
刊
行
年
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
や
、
確
認
さ
れ
て
い
な
い
写
本

が
発
見
さ
れ
る
な
ど
、
諸
本
の
異
同
を
調
査
す
る
以
前
に
検
討
す
る
要
素
が
い
く
つ

か
あ
る
。
ま
ず
、『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
と
『
国

書
総
目
録
』
を
も
と
に
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る

『
仏
書
解
説
大
辞
典
』

　
　
　

寛
政
四
刊
（
正
大
、
一
五
四
・
五
一
）

　
　
　

刊
本
（
正
大
、
一
五
四
・
六
〇
、六
六
）

『
国
書
総
目
録
』



四
六

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
　
　

寛
永
五
古
活
字
版
―
栗
田
（
下
巻
一
冊
）・
藤
堂
祐
範
、

　
　
　

慶
安
四
版
―
大
谷
、

　
　
　

寛
政
四
版
―
大
正

　
　
　

天
保
八
版
―
大
谷
・
龍
谷

　
　
　

刊
年
不
明
―
大
谷
・
大
正

　

こ
れ
ら
に
よ
る
と
現
存
す
る
も
の
は
版
本
の
み
で
、写
本
は
伝
わ
ら
な
い
と
あ
る
。

大
正
大
学
付
属
図
書
館
に
現
存
す
る
諸
版
本
を
調
査
し
て
み
る
と
、『
仏
書
解
説
大

辞
典
』
に
記
載
さ
れ
る
請
求
番
号
「
一
五
四
／
五
一
」
に
該
当
す
る
も
の
は
『
和
字

選
択
集
』
で
、
後
に
述
べ
る
寛
政
四
年
の
写
本
の
誤
記
で
、
寛
政
四
年
版
本
は
存
在

し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
国
書
総
目
録
』
に
あ
る
「
慶
安
四
版
」
と
「
刊

記
不
明
」
の
も
の
は
請
求
番
号
も
な
く
、
大
正
大
学
蔵
本
の
中
で
は
ど
れ
が
慶
安
四

年
版
本
な
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、『
国
書
総
目
録
』
に
記
さ
れ
る
寛
永
版
は

当
図
書
館
に
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
が
、
藤
堂
祐
範
氏
の
『
浄
土
教
文
化
史
論1

』
に

巻
尾
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
無
刊
記
版
本
は
寛
永
版
で
は
な
い
こ

と
は
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
を
ふ
ま
え
、「
慶
安
四
版
」
と
「
刊
記
不
明
」
本
が
ど

れ
に
当
た
る
か
も
含
め
て
検
討
を
行
い
た
い
。

〈
寛
永
五
年
版
本
〉

　

寛
永
五
年
の
古
活
字
版
は
藤
堂
祐
範
『
増
訂
新
版
浄
土
教
文
化
史
論
』（
山
喜
房

仏
書
林
、
一
九
七
九
）
に
巻
尾
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
版
面
と
刊
行
年
は
明
ら
か
で

あ
る
。

藤
堂
祐
範
氏
は
同
書
の
『
徹
選
択
本
末
口
伝
鈔
』
の
解
説
で
、

右
三
書
（『
徹
選
択
集
』『
徹
選
択
抄
』『
徹
選
択
本
末
口
伝
鈔
』）
の
祖
意
を
第

二
祖
弁
長
、
第
三
祖
良
忠
、
第
八
祖
聖
聰
の
三
師
に
よ
っ
て
祖
述
さ
れ
た
の
で

あ
る
か
ら
、
三
書
同
趣
と
い
う
点
か
ら
同
時
に
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
活

字
版
式
。
装
潢
と
も
同
一
で
あ
る
か
ら
い
づ
れ
も
寛
永
五
年
（
一
六
二
八
）
年

の
出
版
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

�

（
同
書
九
四
頁
）

と
述
べ
、『
徹
選
択
抄
』『
徹
選
択
本
末
口
伝
鈔
』
と
同
時
刊
行
で
あ
っ
た
と
し
て
い

る
。

〈
寛
政
四
年
写
本
〉

　

本
書
は
大
正
大
学
図
書
館
の
蔵
書
よ
り
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、『
仏
解
』
と
『
国

書
総
目
録
』
で
は
「
寛
政
四
年
版
」
と
し
て
恐
ら
く
誤
っ
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
に
該

当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
奥
書
に

　
　

寛
政
四
年
癸
丑
春
二
月
入
涅
槃
日
ニ
更
書

寛永五年古活字版
（藤堂祐範「贈訂新版浄土教文化史

論九二頁）



四
七

　
　
　
　『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

　
　

於
浪
華
城
南
八
町
寺
街
天
照
寺
地
蔵
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　

嗣
法
沙
門
阿
陽
蘭
寮
源
謹
誌

と
あ
る
。
本
書
が
書
写
さ
れ
た
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
以
前
に
は
寛
永
版

（
一
六
二
八
）、
慶
安
版
（
一
六
五
一
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
版
本
の
写
本
で
あ
る
可

能
性
も
あ
る
が
、
こ
の
点
は
後
に
論
じ
て
い
き
た
い
。

〈
天
保
八
年
版
本
〉

　

天
保
八
年
の
版
本
は
浄
全
の
底
本
と
さ
れ
る
も
の
で
、
外
題
に
「
新鐫
徹
選
択
集　

上
」
と
あ
り
、
巻
頭
に
立
道
に
よ
る
「
徹
選
択
集
試
言
」（
以
下
「
試
言
」）
と
敬
道

に
よ
る
識
語
が
あ
る
。
刊
記
は
な
い
が
敬
道
の
識
語
が
「
天
保
八
年
丁
酉
二
月
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
天
保
八
年
版
本
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
版
本
は
巻
頭
の
沙
門
敬
道
の

識
語
に
よ
る
と
、

此
集
及
抄
、
凡
ソ
今
ヨ
リ
二
十
年
前
、
勢
州
松
阪
淸
光
寺
信
冏
上
人
之
ヲ
校
正

シ
テ
吾
師
立
道
ノ
許
ニ
贈
レ
リ
。
因
テ
小
子
敬
道

　

嘗
テ
師
命
ヲ
承
テ
更
ニ
補
訂

セ
リ
。
是
ニ
於
テ
吾
師
康
存
ノ
日
即
チ
後
學
童
蒙
ノ
爲
ニ
試
言
ヲ
述
シ
テ
之
ヲ

ニ
附
セ
リ
。
時
ニ
今
丁
酉
ノ
春
正
シ
ク
國
師
第
六
百
回
ノ
忌
景
ニ
當
レ
リ
。
因

テ
其
ノ
高
恩
ノ
萬
一
ヲ
報
セ
ン
カ
爲
ニ
乃
チ
此
集
ヲ
重
刊
ス
ト
云
爾
。
時
ニ

天
保
八
年
丁
酉
二
月　
　
　
　
　
　
　

沙
門
敬
道
謹
識

と
あ
っ
て
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
二
十
数
年
前
、
松
坂

の
信
冏
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
、
立
道
の
手
元
へ
伝
わ
っ
た
も
の
が
あ
り
、
立
道
が
こ

れ
に
さ
ら
な
る
校
訂
を
ほ
ど
こ
す
よ
う
弟
子
敬
道
に
命
じ
、
聖
光
六
百
年
の
御
忌
の

際
に
立
道
の
試
言
を
附
し
て
刊
行
し
た
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
の
天
保
版
は
諸
本
対
照

を
経
て
校
訂
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
頭
註
に
諸
本
の
異
同
に
関

す
る
註
が
付
さ
れ
て
お
り
、
諸
本
の
校
合
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、

冒
頭
に
「
此
の
集
及
び
抄
」
と
あ
り
、『
徹
選
択
集
』
と
同
時
に
『
徹
選
択
鈔
』
も

校
訂
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。『
徹
選
択
鈔
』
の
奥
を
見
る
と

　
　
　
　

徹
選
択
集
助
刻
名
署

　
　

勢
州
松
坂
精
光
寺
旭
津
上
人

　
　

長
州
西
圓
寺
法
洲
上
人

　
　

鎮
西
本
山
慧
戒
大
和
尚
佛
祖
報
恩
及
空
譽

智
門
大
和
尚
增
進

大正大学付属図書館蔵　寛政四年写本



四
八

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

　
　

大
阪
某
寺
上
人

　
　

同　

西
福
寺
巨
隆
上
人

　
　

奉
擬
大
紹
正
宗
国
師
六
百
回
忌
之
香
火
上
酬
慈
恩

　
　

爲
先
師
得
譽
上
人
增
進

　
　

伏
願
上
報
四
恩
下
資
三
有
聞
毀
讚
同
證
菩
提

　
　
　

天
保
八
年
酉
二
月　
　

正
定
院
敬
道
謹
識

　
　

京
師
三
條
街
室
町
西
轉

　
　
製
本
書
房　

二
酉
堂

と
あ
り
、
巻
頭
識
語
と
年
月
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
も
含
め
て
、『
徹
選
択
集
』
と
『
徹

選
択
鈔
』
が
一
組
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
奥
付
は
『
浄
全
』
の
初
版

お
よ
び
こ
れ
を
再
版
し
た
山
喜
房
版
仏
書
林
刊
行
の
も
の
に
は
翻
刻
さ
れ
て
は
い
な

い
が
、
昭
和
四
年
刊
行
の
再
版
版
に
は
こ
の
刊
記
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る2

。

〈
慶
安
四
年
版
本
〉

　

す
る
と
刊
記
不
明
本
二
本
に
該
当
す
る
も
と
し
て
残
る
の
が
慶
安
四
年
版
本
と
刊

年
不
明
と
あ
る
二
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
慶
安
四
年
版
が
ど
れ
に
当
た
る
の
か

を
知
る
手
掛
か
り
と
な
っ
た
の
は
、『
佛
教
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
貴
重
古
典
籍
目

録
』（
佛
教
大
学
、
二
〇
一
二
）
の
記
載
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

刊
写
事
項
：
京
都　

村
上
平
楽
寺　

慶
安
四
（
同
時
刊
行
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』

（
極
楽
寺
三
四
七
）
刊
記
に
よ
る
）

�

（
同
書
一
三
五
頁
）

と
あ
り
、『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
と
同
時
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

続
け
て題

簽
の
通
番
冊
次
「
一
」「
二
」、
他
の
同
時
刊
行
『
徹
選
択
抄
』、『
徹
選
択
本

末
口
伝
鈔
』（
題
簽
に
全
体
の
通
番
あ
り
）

と
あ
り
、
他
に
『
徹
選
択
抄
』
と
『
徹
選
択
本
末
口
伝
鈔
』
が
同
時
刊
行
と
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
慶
安
四
年
版
本
は
『
徹
選
択
集
』『
徹
選
択
抄
』『
徹
選
択
本
末
口

天保八年刊『徹選択集』・『徹選択鈔』（大正大学附属図書館蔵）



四
九

　
　
　
　『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

伝
鈔
』『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
が
一
組
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
こ
れ
ら
の
末
書
群
を
調
査
し
て
み
る
と
、
こ
の
記
載
の
通
り
題
簽
に
通
番
が

ふ
ら
れ
た
一
組
で
刊
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
確
認
で
き
た
。

こ
れ
を
見
る
と
、

　

一
、二
巻　
『
徹
選
択
集
』

　

三
巻　
『
徹
選
択
抄
』

　

四
、五
巻　
『
本
末
口
伝
鈔
』

　

六
、七
巻　
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』

そ
し
て
『
佛
教
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
貴
重
古
典
籍
目
録
』
の
指
摘
の
通
り
『
教
相

切
紙
拾
遺
徹
』
の
末
尾
に
、

　
　

慶
安
四
（
卯
辛
）
稔
十
一
月
吉
日
　
　
開
版

　
　
　

二
条
通
玉
や
村
上
平
楽
寺

と
刊
記
が
施
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
『
徹
選
択
集
』
は
慶
安
四
年

版
本
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

し
か
し
、『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
の
刊
記
に
は
諸
本
に
よ
っ
て
次
の
形
の
も
の
も

確
認
で
き
る
。

　
　

慶
安
四
（
卯
辛
）
稔
十
一
月
吉
日

　
　

二
条
通
長
尾
平
兵
衛
開
版

こ
れ
は
六
、七
巻
が
合
冊
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
奥
に
つ
い
て
い
る
も
の
で
、
二
通

り
の
刊
行
が
あ
っ
た
可
能
性
を
物
語
っ
て
い
る
。版
面
は
先
の
分
冊
と
変
わ
ら
な
い
。

　

こ
の
慶
安
四
年
の
刊
記
も
天
保
版
『
徹
選
択
鈔
』
と
同
様
に
『
浄
全
』
の
初
版
お

よ
び
こ
れ
を
再
版
し
た
山
喜
房
版
仏
書
林
刊
行
の
も
の
に
は
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い

が
、
昭
和
四
年
再
版
の
『
浄
全
』
に
は
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
の
奥
に
刊
記
が
翻
刻

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
奥
書
は
先
の
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
の
上
下
巻
が
別
々
に
刊
行

慶安四年同時刊行『徹選択集』関係書籍群
（大正大学附属図書館蔵）

慶安四年版本（大正大学附属図書館蔵）



五
〇

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

し
た
も
の
の
奥
付
の
よ
う
で
あ
る
。

〈
大
正
大
学
蔵
刊
記
不
明
版
本
〉

　

す
る
と
残
る
の
は
大
正
大
学
蔵
刊
記
不
明
版
本
で
あ
る
。
明
ら
か
に
慶
安
版
と
は

版
面
が
違
う
も
の
で
、
ま
た
慶
安
版
は
数
本
所
蔵
さ
れ
る
が
本
書
は
一
本
だ
け
で
あ

り
貴
重
な
諸
本
で
あ
る
。
慶
安
版
が
判
明
し
た
た
め
『
国
書
総
目
録
』
に
あ
る
刊
記

不
明
本
は
お
そ
ら
く
こ
の
版
で
あ
ろ
う
。本
書
の
刊
行
年
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

慶
安
版
と
同
様
に
末
書
が
一
組
に
な
っ
て
刊
行
さ
れ
て
は
い
な
い
か
調
査
を
す
る

と
、
同
じ
表
紙
の
同
シ
リ
ー
ズ
の
末
書
を
発
見
し
た
。

大
正
大
学
図
書
館
に
は
こ
の
一
組
し
か
所
蔵
さ
れ
な
い
た
め
、
同
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

無
刊
記
本
と
同
時
刊
行
書
籍

　
　

・『
徹
選
択
集
』
上
下

　
　

・『
徹
選
択
抄
』
上
下
（
合
冊
）

　
　

・『
徹
選
択
本
末
口
伝
鈔
』
上
下

　
　

・『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
上
下
（
合
冊
）

そ
し
て
刊
記
が
『
教
相
切
紙
拾
遺
徹
』
に
あ
る
の
で
は
と
期
待
し
た
と
こ
ろ
、
残
念

な
が
ら
こ
こ
に
も
刊
記
は
な
く
、
い
つ
の
刊
行
か
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

〈
法
然
院
所
蔵
寛
文
七
年
版
本
〉

　

以
上
、『
仏
書
解
説
大
辞
典
』
と
『
国
書
総
目
録
』
を
も
と
に
整
理
を
行
っ
た
が
、

大正大学附属図書館蔵　無刊記版と同時刊行『徹選択集』関係書籍群

大正大学附属図書館蔵　無刊記版



五
一

　
　
　
　『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

こ
れ
ら
の
文
献
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
『
法
然
院
光
明
蔵
書
籍
目
録

稿3

』
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と

　
　

徹
選
択　

三
巻
一
冊　

寛
文
七
刊　

吉
田
庄
左
衛
門

�

（
同
書
三
〇
頁
）

と
あ
り
、寛
文
七
年
（
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
現
存
す
る
『
徹

選
択
集
』
は
上
下
二
巻
本
な
の
で
、『
徹
選
択
鈔
』
と
併
せ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
版
本
の
調
査
は
別
稿
を
期
し
た
い
。

二
、
諸
本
の
異
同

〈
浄
全
へ
の
翻
刻
作
業
〉

　

次
に
、
こ
れ
ら
諸
本
の
字
句
の
異
同
に
つ
い
て
整
理
を
行
っ
た
。
ま
ず
、『
浄
全
』

本
の
底
本
と
さ
れ
る
天
保
版
が
、『
浄
全
』
に
正
確
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
の
か
を
調

査
し
た
い
。
両
者
を
対
照
さ
せ
る
と
、『
浄
全
』
の
翻
刻
で
天
保
版
と
異
な
る
点
が

い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
、

　

①
外
題
（
題
簽
）
が
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い

　

②
新
た
に
「
。」
が
付
さ
れ
て
い
る

　

③
「
試
言
」
の
漢
文
の
一
部
に
送
り
仮
名
が
翻
刻
さ
れ
て
い
な
い

　

④
「
試
言
」（
八
一
頁
上
二
行
目
）
の
「
二
問
」
の
改
行
が
さ
れ
て
い
な
い

　

⑤
「
識
語
」
の
末
尾
「
沙
門
敬
道
」
の
上
の
「
正
定
院
」
の
字
が
翻
刻
さ
れ
て
い

な
い

　

⑥
カ
ナ
に
つ
い
て
「
」「
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
し
て
」「
こ
と
」
と
改
め
ら
れ
て

い
る
箇
所
が
多
い

と
い
う
異
同
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
『
浄
全
』
の
編
集
方
針
が
外
題
を
翻
刻
し
な

い
と
い
う
も
の
な
の
で
、
他
の
文
献
も
す
べ
て
外
題
は
落
ち
て
い
る
。
②
に
つ
い
て

は
読
み
や
す
さ
を
考
え
て
『
浄
全
』
の
編
集
者
が
主
観
に
よ
っ
て
付
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
③
に
つ
い
て
は
理
由
が
不
明
で
あ
る
。
④
と
⑤
は
単
純
な
ミ
ス
で
あ
ろ
う
か
。

⑥
は
他
の
部
分
に
「
」
や
「
」
が
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
て
あ
る
の
が
確
認
で
き
る

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
恐
ら
く
は
読

み
や
す
く
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
カ
ナ
と
統
一
性
が
な
い
た
め

意
図
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
よ
う
は
異
同
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
異
同
は
「
試

言
」
や
『
徹
選
択
集
』
本
文
中
の
送
り
仮
名
な
ど
に
は
見
ら
れ
る
も
の
の
そ
れ
以
外

に
は
見
ら
れ
ず
、
忠
実
な
翻
刻
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
よ
っ
て
厳
密

に
は
異
な
る
『
浄
全
』
本
と
天
保
版
で
あ
る
が
、本
文
の
翻
刻
は
忠
実
で
あ
る
た
め
、

本
稿
で
は
こ
れ
以
降
、
天
保
版
と
『
浄
全
』
本
を
同
じ
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
き
た

い
。

〈
諸
本
の
異
同
〉

　

続
い
て
、
他
の
諸
本
に
つ
い
て
上
巻
の
み
で
は
あ
る
が
『
浄
全
』
版
を
底
本
と
し

て
対
校
を
行
っ
た
。
異
な
る
箇
所
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

浄
全
頁

浄
全
・
天
保
版

慶
安
版

刊
記
不
明
版

寛
政
写

八
三
下
五
念
仏
集
の
後
改
行

改
行
な
し

同
上

同
上

同
六

先
就
本
選
択

先
附
本
願
選
択

同
上

先
附
本
選
択

同
七

本
選
択
集
之
題
中

本
選
択
之
題
下

同
上

同
上

同

念
佛
者

念
佛
集
者

同
上

念
佛
者

同
九

集
之
題
中

集
之
題
下

同
上

同
上



五
二

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

同
一
一

題
中

題
下

同
上

同
上

同
一
二

是
故

此
故

同
上

同
上

同

題
中

題
下

同
上

同
上

八
四
上
三
是
依
和
漢

依
和
漢

同
上

同
上

同
五

所
唱

所
可
唱

同
上

同
上

同
六

次
就

次
附

同
上

同
上

八
四
下
五
永
離

故
永
離

同
上

同
上

同
一
六

地
者

同
上

地
者
已上

同
上

同

是
諸
佛

諸
佛

同
上

同
上

八
五
上
二
舎
云

同
上

舎
曰

舎
云

同
九

世
界
中

佛
世
界
中

同
上

同
上

同
一
〇

佛
色
身

佛
也
身

同
上

佛
色
身

同
一
五

界

界
已上

同
上

同
上

八
五
下
一
佛
時
乃至

佛
時
乃
至

同
上

同
上

同
二

阿
彌
陀

阿
彌
陀
經

同
上

同
上

同
三

乃至

此
名
難
行
道

難
行
道

同
上

同
上

同

也
乃至

十
住

也
十
住

同
上

同
上

同

十
住
毘
婆
沙
論
名

十
住
毘
婆
沙
論
云

名

十
住
毘
婆
沙
論

十
住
毘
婆
沙
論
云

名

同
四

易
行
道
也

同
上

易
行
道
也
云云

同
上

同
五

就
此

同
上

此

就
此

同
十
一

雖
漏
…
機
根

同
上

漏
…
機
根
雖

同
上

八
六
上
二
今

同
上

令

今

同
四

某
甲

某甲

同
上

同
上

同
九

昔

同
上

住
昔

同
上

同
一
〇

四
十
八
大
願

四
十
八
箇
條
之
大

願

同
上

同
上

同
一
一

選
択
者

選
択
集
者

同
上

同
上

同
一
四

今

同
上

令

今

八
六
下
三
某
甲

某甲

同
上

同
上

同
四

料
簡

同
上

断
間

料
簡

同

聖
教

同
上

聖
意

聖
教

同
七

是
選
択

是
云
選
択

同
上

同
上

同
一
一

之
義
即

之
義
則

之
義
也
則

同
上

同

即
是
法
蔵

則
是
法
蔵

同
上

同
上

同
一
四

我
朝
始

我
朝
日
本
國
始

我
朝
日
本
國
始
以

同
上

同
一
六

留
心

留
心
矣

同
上

同
上

八
七
上
一
耶

同
上

同
上

乎

同
二

云

同
上

曰

云

同

乃至

乃
至

同
上

同
上

同
三

乃至

乃
至

同
上

同
上

同
一
〇

佛
國
土

同
上

仏
国

同
上

八
七
下
三
又
佛
本
願

隨
又
佛
本
願

同
上

同
上

同
四

諸
佛
財
寶

諸
佛
之
財
寶

同
上

同
上

同
一
〇

舎
利
耶

同
上

舎
利
也

舎
利
乎

同
一
一

倶

二
倶

同
上

同
上

同
一
三

法
也

同
上

法

法
也

同
一
四

而
法

同
上

同
上

而
故

同
一
七

耶

同
上

同
上

乎

八
八
上
三
耶

同
上

同
上

乎

同
六

耶

同
上

同
上

乎

同
一
一

耶

同
上

同
上

乎

同
一
五

凡
位
之

同
上

同
上

凡
位

同
一
六

若
爾

同
上

同
上

若
爾
者

八
八
下
一
某
甲

某甲

同
上

同
上

同
九

天
台
並
存

天
台
以
存

同
上

同
上



五
三

　
　
　
　『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

同
一
〇

某
甲

某甲

同
上

同
上

八
九
上
一
第
四
篇
三

同
上

第
四
三

第
四
篇
三

同
四

不
置

不
附

同

同
上

同
五

念
佛
行

同
上

同
上

念
佛
行
者

同

皆
置

皆
附

同
上

同
上

同
七

故
知

故
以
知

同
上

同
上

同
九

例
此
思

例
之
思

同
上

同
上

同
一
五

耶

同
上

同
上

乎

八
九
下
二
行
者
者

同
上

行
者
今

行
者
者

同
三

耶

同
上

同
上

乎

同
四

強
已上

所
以

強
所
以

同
上

同
上

同
七

若
爾

同
上

同
上

若
爾
者

同
八

無
智
之

同
上

同
上

無
智

同

不
知

同
上

不
知
之

不
知

同
一
七

相
傳
既

相
傳
蓋

同
上

同
上

九
〇
上
一
勿
敢

敢
勿

勿
敢

敢
勿

同
二

行
者
可
行

同
上

行
者
行

行
者
可
行

同
三

令
至

今
至

至

今
至

同
八

化
佛
来

化
佛
自
来

同
上

同
上

同
一
二

二
尊
為

二
行
尊
成

二
尊
成

二
行
尊
成

九
〇
下
一
佛
言
汝
是

汝
是

同
上

同
上

同
二

可
弘
通

言
可
弘
通

同
上

同
上

同
五

名
已上

名

名
云　
　

云

名

同
七

有
人
云
夫

有
人
云

同
上

同
上

同
八

大
乘

同
上

夫
大
乘

同
上

同
一
三

耶

同
上

同
上

乎

九
一
上
八
萬
差

萬
差
也

同
上

同
上

同
九

願
行

行

同
上

同
上�

同
一
〇

而

願

同
上

同
上

同
一
三

易
行
易
往

同
上

易
往

易
行
易
往

九
一
下
四
又
如
鳥

同
上

又
鳥

同
上

同
五

祇
得

只
得

同
上

同
上

同
八

勿
敢

敢
勿

同
上

同
上

同
一
三

古
學
者

同
上

古
之
學
者

同
上

同

此
義

此
義
矣

同
上

同
上

同

自
修

同
上

同
上

自
修
手

同
一
五

唯
證
誠

同
上

同
上

而
唯
證
誠

九
二
上

一
〇

意
乎

意
者
歟

同
上

同
上

九
二
下
七
一
就

一
附

同
上

同
上

同
九

二
就

二
附

同
上

同
上

同
一
二

以
此

以
之

同
上

同
上

同
一
四

三
就

三
附

三
就

三
附

同
一
六

四
就

四
附

同
上

同
上

九
三
上
一
五
就

五
附

同
上
※
以
下
七
就
ま

で
同

同
上

同
八

八
就

八
附

八
就

八
附

九
就

九
附

九
就

九
附

同
一
二

又
就

又
附

同
上

同
上

同
一
五

十
就

十
附

同
上
※
以
下
十
二
就

ま
で
同

同
上

九
三
下
八
加
之
就

同
上

同
上

如
之
附

同
一
二

在
縁
之
義

同
上

在
縁
義

在
縁
之
義

同
一
五

十
三
就

十
三
附

十
三
就

一
三
附

同
一
七

不
能

同
上

不
時

不
能

九
四
上
二
十
四
就

十
四
附

同
上
※
以
下
二
十
二

就
ま
で
同

同
上



五
四

　
　
　
　
佛
　
教
　
文
　
化
　
研
　
究

同
一
〇

見
従
善
導
口

従
善
導
口
見

同
上

同
上

九
四
下
一
並
答

同
上

並
以
答

同
上

同
七

学
匠

同
上

学
生

学
匠

同
八

若
今

同
上

若
於
今

同
上

同
九

病
差

差
病

同
上

同
上

九
五
上
五
小
僧
某
甲

小
僧
某甲

同
上

同
上

同
一
三

然

依
之

依
之

同
上

同
一
四

清
浄

同
上

清
浄
者

同
上

同
一
五

一
生

一
生
之
中
之

同
上

同
上

九
六
上
三
弟
子
某
甲

弟
子
某甲

同
上

同
上

同
一
二

是
即

是
則

同
上

同
上

同
一
三

恐
令

恐
為
不
令

同
上

同
上

九
六
下
一
故
以

故
須

同
上

同
上

同
二

子
某
甲

子
某甲

同
上

同
上

同
五

然
窮
老

然
間
窮
老

同
上

同
上

同
一
六

六
萬
十
萬

同
上

六
萬

六
萬
十
萬

九
七
上
二
紛
紛

紛
紛
矣

同
上

同
上

同
一
一

上
智

同
上

上
智
之

同
上

同
一
四

自
己
廻
文

同
上

自
己
之
廻
文

同
上

同
一
七

椎
撲

同
上

推
撲

同
上

九
六
下
三
丁
酉

丁酉

同
上

同
上

同

念
佛
中

同
上

念
佛
之
中

同
上

同
四

哀
愍
記
之

哀
愍
而
記
之
焉

同
上

同
上

　

こ
れ
ら
の
整
理
を
見
る
と
、
本
稿
で
調
査
し
た
天
保
版
以
外
の
諸
本
三
本
は
ほ
ぼ

同
系
統
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
本
と
天
保
版
と
の
間
に
字
句
の
異
同
が
少
な

か
ら
ず
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
記
述
内
容
の
意
味
が
変
わ
る
ほ
ど
の
異
同

や
脱
文
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、上
巻
の
内
容
理
解
に
関
し
て
は
便
宜
上
『
浄
全
』

を
底
本
と
し
て
差
支
え
な
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
他
の
諸
本
と
比
べ
る
と
天
保
版

の
校
訂
に
は
い
く
つ
か
気
に
な
る
点
が
あ
る
た
め
、
続
け
て
検
討
を
行
い
た
い
。

三
、
天
保
版
に
お
け
る
校
訂

　

天
保
版
は
敬
道
の
識
語
に
「
信
冏
上
人
之
ヲ
校
正
シ
テ4

」
と
あ
る
よ
う
に
誤
字
な

ど
を
正
す
た
め
の
校
正
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
慶
安
版
と
無
刊

記
版
が
「
先
附
本
願
選
択
之
題
」（
ま
ず
、本
願
選
択
の
題
）
と
し
て
い
る
部
分
を
「
先

就
本
選
択
之
題
」（
ま
ず
、
本
選
択
の
題
）
と
す
る
部
分
や
、「
念
仏
集
と
は
諸
師
所

立
之
口
称
念
仏
」（
念
仏
集
と
は
、諸
師
所
立
の
念
仏
）
を
「
念
仏
者
」（
念
仏
と
は
、

諸
師
所
立
の
念
仏
）
と
す
る
部
分
な
ど
は
、
誤
り
を
正
し
た
作
業
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
他
の
諸
本
に
「
已
上
」
や
「
矣
」
の
字
が
引
用
の
最
後
に
付
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
天
保
版
に
は
付
し
て
い
な
い
点
や
、「
附
」
の
字
を
「
就
」
の
字
に

し
て
い
る
箇
所
が
多
い
点
な
ど
は
訂
正
と
は
い
え
な
い
部
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か

ら
推
察
す
る
と
、
恐
ら
く
天
保
版
に
は
別
の
底
本
が
あ
り
、
校
訂
本
に
慶
安
版
や
無

刊
記
版
を
用
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を

裏
付
け
る
材
料
と
し
て
、
天
保
版
に
付
さ
れ
た
異
本
校
合
の
結
果
を
記
し
た
頭
注
が

指
摘
で
き
る
。

〈
頭
注
の
指
摘
〉

　

先
述
の
通
り
天
保
版
に
は
対
校
本
と
の
異
同
が
頭
注
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

を
見
る
と
、例
え
ば
『
浄
全
』
七
巻
の
八
四
頁
頭
注
に
「
地
源
流
本
無
」
と
あ
り
、「
地
」

の
字
が
な
い
諸
本
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
今
回
の
調
査
で
確
認
し
た
写
本
を

含
む
三
本
に
は
こ
の
「
源
流
本
」
と
一
致
す
る
も
の
は
な
い
。
他
の
異
本
校
合
の
頭



五
五

　
　
　
　『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

注
を
見
て
も
同
様
で
、
慶
安
版
や
無
刊
記
版
を
参
照
し
た
様
子
が
見
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
で
は
底
本
は
ど
の
諸
本
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
が

ら
内
容
が
確
認
で
き
な
い
物
は
寛
永
版
と
寛
文
版
が
あ
る
が
、
今
回
未
調
査
な
た
め

確
認
で
き
な
い
。
し
か
し
、
先
に
確
認
し
た
通
り
天
保
版
は
『
徹
選
択
集
』
と
『
徹

選
択
鈔
』
の
両
方
を
校
訂
し
て
同
時
に
発
刊
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
天
保
版

『
徹
選
択
集
』
の
底
本
は
『
徹
選
択
鈔
』
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

寛
永
版
と
一
組
で
発
刊
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
徹
選
択
鈔
』
は
『
浄
土
教
文
化
史
論
』

に
巻
首
の
写
真
が
あ
る
の
で
天
保
版
『
徹
選
択
鈔
』
と
比
較
す
る
と
、
以
下
の
よ
う

な
若
干
の
異
同
が
見
ら
れ
る
。

浄
全
七
・
一
一
二
上
　
　
　

寛
永
版

　
　
　

天
保
版

一
行
目

題
下
の
「
正
元
二
年
…
」
が
割
書
き

割
書
き
で
は
な
い

三
行
目

明
智
度
論

智
度
論
明

五
行
目

四
義
集
云
マ
シ

四
義
集
ト
ヤ
イ
ハ
マ
シ

六
行
目

徹
選
択
云
マ
シ

徹
選
択
ト
ヤ
イ
ハ
マ
シ

こ
の
よ
う
に
異
同
が
あ
る
こ
と
か
ら
恐
ら
く
天
保
版
『
徹
選
択
集
』
の
底
本
も
寛
永

版
で
は
な
い
の
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
異
同
の
指
摘
も
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
寛
永
版
は
校
訂
本
で
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、
底

本
及
び
校
訂
本
の
可
能
性
が
あ
る
も
の
は
未
調
査
の
法
然
院
所
蔵
寛
文
六
年

（
一
六
六
六
）
版
本
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
未
調
査
な
た
め
継

続
し
て
調
査
を
行
い
た
い
。

四
、
寛
政
写
本
の
位
置

　

次
に
大
正
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
の
寛
政
写
本
に
つ
い
て
、
こ
の
写
本
が
ど
う
い

う
位
置
に
あ
る
の
か
、
先
の
異
本
対
照
を
踏
ま
え
て
検
討
し
た
い
。
先
の
諸
本
異
同

の
整
理
を
見
る
と
、
天
保
版
以
外
の
三
版
は
ほ
ぼ
同
系
統
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ

の
写
本
も
無
刊
記
版
と
慶
安
版
と
同
系
統
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
細
か

い
異
同
も
あ
り
、無
刊
記
版
か
慶
安
版
を
書
写
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

例
え
ば
天
保
版
で
「
地
者
」
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
無
刊
記
版
と
写
本
で
は
「
地
者

已上
」
と
な
っ
て
い
た
り5

、
天
保
版
で
「
易
行
道
也
」
と
あ
る
も
の
が
無
刊
記
版
と
写

本
で
は
「
易
行
道
也
已上
」
と
し
て
い
る
な
ど
「
已
上
」
の
字
が
共
通
し
て
挿
入
さ
れ

て
お
り
、
同
じ
例
で
は
「
雖
漏
…
機
根
」
が
「
漏
…
機
根
雖
」
と
あ
る
な
ど
、
無
刊

記
版
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
異
同
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
写
本
独
自
の

も
の
と
し
て
他
三
本
が
「
念
仏
行
」
と
あ
る
部
分
が
写
本
で
は
「
念
仏
行
者
」
と
さ

れ
、「
若
爾
」
と
あ
る
も
の
が
「
若
爾
者
」
と
さ
れ
る
な
ど
の
異
同
が
指
摘
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
写
本
は
天
保
版
系
統
の
も
の
で
は
な
く
慶
安
版
や
無
刊

記
版
の
系
統
に
属
す
る
も
の
と
い
え
、
慶
安
版
よ
り
も
無
刊
記
版
の
方
が
近
い
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
写
本
独
自
の
異
同
も
あ
る
た
め
こ
の
写
本
の
底
本

が
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
写
本
に
お
い
て
独
自
に
加
筆
訂
正
し
た
の
か
と
い

う
点
は
明
ら
か
に
は
で
き
な
い
た
め
、
こ
の
点
も
調
査
を
続
け
た
い
。
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五
、「
諸
人
伝
説
の
詞
」
所
収
部
分
に
つ
い
て

　

さ
ら
に
、
後
半
部
の
法
然
の
三
学
非
器
の
思
想
を
伝
え
る
部
分
は
「
諸
人
伝
説
の

詞
」
と
し
て
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』（
和
語
）
と
『
四
十
八
巻
伝
』
に
も
伝
え
ら
れ

て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
対
校
し
た
い
。
文
献
の
成
立
順
は
、『
四
十
八

巻
伝
』（
徳
治
二
年
、
一
三
二
一
～
）、
元
亨
版
『
和
語
灯
録
』（
元
亨
元
年
、

一
三
二
一
）
寛
永
版
『
和
語
灯
録
』、慶
安
版
『
徹
選
択
集
』、正
徳
版
『
和
語
灯
録
』、

寛
政
写
『
徹
選
択
集
』、
天
保
版
『
徹
選
択
集
』
の
順
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

成
立
年
時
か
ら
考
え
る
と
了
慧
が
『
和
語
灯
録
』
を
編
纂
し
た
際
は
当
時
伝
わ
っ
て

い
た
『
徹
選
択
集
』
を
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
し
、『
四
十
八
巻
伝
』
に
は
同
じ
く
当

時
伝
わ
っ
て
い
た
『
徹
選
択
集
』
と
了
慧
が
編
纂
し
た
文
永
十
二
年
（
一
二
七
五
）

成
立
の
原
本
『
和
語
灯
録
』
の
両
者
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
図
示
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
『
徹
選
択
集
』
→
原
本
『
和
語
灯
録
』
→
元
亨
版
『
和
語
灯
録
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

→

　

→
『
四
十
八
巻
伝
』

こ
れ
ら
の
中
、
特
に
鎌
倉
後
期
に
成
立
し
た
『
四
十
八
巻
伝
』
と
元
亨
版
『
和
語
灯

録
』
は
慶
安
版
『
徹
選
択
集
』
を
大
き
く
さ
か
の
ぼ
る
資
料
で
あ
り
、『
徹
選
択
集
』

の
古
い
形
態
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
期
待
で
き
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
和
語
文

献
で
あ
っ
て
『
和
語
灯
録
』
や
『
四
十
八
巻
伝
』
へ
収
録
さ
れ
た
経
緯
と
い
っ
た
こ

と
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
徹
選
択
集
』
は
現
在
漢
語
で
記
さ
れ
た
も
の
の
み
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
も
と
も

と
和
語
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録
は
な
く
、
良
忠
の
『
徹
選
択
鈔
』
で
も
和
語
文
献
と

し
て
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
た
め
、
成
立
時
か
ら
漢
語
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て

先
の
部
分
は
『
和
語
灯
録
』
の
「
諸
人
伝
説
の
詞
」
に
収
録
さ
れ
た
際
に
和
語
に
読

み
下
さ
れ
て
収
録
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
中
野
正
明
氏6

や
善
裕
昭
氏7

の
指
摘
に
よ
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
京
都
安
居
院
西
法
寺
よ
り
発
見

さ
れ
た
鎌
倉
末
期
書
写
の
西
法
寺
本
（『
和
語
灯
録
』
巻
三
）、
河
内
長
野
市
の
金
剛

寺
か
ら
発
見
さ
れ
た
正
平
六
年（
一
三
五
一
）書
写
の
金
剛
寺
本（
同
じ
く
巻
三
）が
、

元
亨
版
以
前
の
『
和
語
灯
録
』
の
状
況
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

元
亨
版
で
は
和
語
で
記
載
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
西
法
寺
本
と
金
剛

寺
本
で
は
漢
語
で
記
載
さ
れ
て
い
る
部
分
が
確
認
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
金
剛

寺
本
発
見
以
前
の
研
究
だ
が
中
野
氏
は

元
亨
版
で
は
西
法
寺
本
の
感
じ
を
そ
の
音
訓
仮
名
な
ど
と
同
様
の
平
仮
名
に
改

め
る
と
い
っ
た
傾
向
が
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
に

お
い
て
は
元
亨
版
の
記
述
は
西
法
寺
本
系
の
記
述
を
踏
襲
し
て
平
仮
名
交
り
に

書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
で
、
寛
永
版
の
記
述
は
元
亨
版
の
記
述
を
土
台
と
し
て

主
に
漢
字
等
の
書
き
換
え
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
定
さ
れ
る8

。

と
述
べ
、
原
本
『
和
語
灯
録
』
は
漢
語
の
ま
ま
収
録
し
た
部
分
も
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
も
し
仮
に
原
本
『
和
語
灯
録
』
が
『
徹
選
択
集
』
の
先
の
部

分
を
漢
語
で
採
用
し
て
い
た
場
合
は
『
四
十
八
巻
伝
』
に
お
い
て
初
め
て
和
語
に
書

き
下
さ
れ
、
こ
れ
が
元
亨
版
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
状
況
や
、
元
亨
版
が
独
自

に
書
き
下
し
て
取
り
入
れ
た
と
い
う
状
況
と
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

れ
ら
の
研
究
を
ふ
ま
え
る
と
、
現
時
点
で
慶
安
版
以
前
の
『
徹
選
択
集
』
の
状
況
を



五
七

　
　
　
　『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

伝
え
る
と
考
え
ら
れ
る
西
法
寺
本
も
金
剛
寺
本
も
零
本
で
「
諸
人
伝
説
の
詞
」
は
伝

わ
っ
て
い
な
い
た
め
、『
四
十
八
巻
伝
』
と
原
本
『
和
語
灯
録
』
を
も
と
に
書
き
下

さ
れ
た
元
亨
版
『
和
語
灯
録
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
間

で
の
異
動
を
整
理
し
た
い
。

（
略
号
）
四
十
八
巻
伝
…
（
勅
）　

元
亨
版
和
語
灯
録
…
（
元
）　

寛
永
版
和
語
灯
録

…（
寛
）　

正
徳
版
和
語
灯
録
…（
正
）　

慶
安
版
…（
慶
）　

無
刊
記
版
…（
無
）

　

写
本
…
（
写
）

�

を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。

『
浄
全
』
七
・
九
五
上
六�

…　

上
人
向
予
具
以
告
言

�

（
勅
）　

…　

又
上
人
お
ほ
せ
ら
れ
て
い
は
く

�

（
元
）（
正
）　

…　

又
上
人
か
た
り
て
の
給
は
く

�

（
寛
）　

…　

又
上
人
語
り
て
言
は
く

同
九�

…　

號

�

（
勅
）（
元
）（
正
）　

…　

な
づ
け
給
ひ
し
也

�

（
寛
）　

…　

名
付
け
給
ひ
し
也

同
一
三�

…　

然

�

（
慶
）（
無
）　

…　

依
之

�

（
勅
）（
元
）（
正
）　

…　

こ
れ
に
よ
て

�

（
寛
）　

…　

是
に
依
て

同
一
四�

…　

清
浄

�

（
無
）（
写
）　

…　

清
浄
者

同
下
一�

…　

予

�

（
元
）　

…　

わ
が

�

（
寛
）　

…　

我
が

�

（
勅
）　

…　

我
等

同
三�

…　

堪
能
此
身

�

（
勅
）（
寛
）　

…
わ
が
身
に
堪
へ
た
る

�

（
元
）（
正
）　

…
わ
が
身
に
た
へ
た
る

同�

…　

一
切

�（
勅
）（
元
）（
寛
）（
正
）
…　

も
ろ
も
ろ

同
一
〇�

…　

染
神

�

（
勅
）　

…　

ふ
か
く
魂
に
そ
み

�

（
元
）（
正
）　

…　

ふ
か
く
た
ま
し
ゐ
に
そ
み

�

（
寛
）　

…　

深
く
神
に
染
み

同
一
五�

…　

一
生

�

（
慶
）（
無
）（
写
）　

…　

一
生
之
中
之
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�
（
勅
）（
元
）（
寛
）　

…　

一
生
中
の

�

（
正
）　

…　

一
生
の
中
の

　

こ
の
整
理
を
見
る
と
、
例
え
ば
上
段
一
三
行
目
の
天
保
版
が
「
然
」
と
し
て
い
る

部
分
は
、
慶
安
版
と
無
刊
記
本
が
「
依
之
」
と
し
て
お
り
、
そ
の
他
寛
永
版
『
和
語

灯
録
』
以
外
は
「
こ
れ
に
よ
て
」、
寛
永
版
が
「
是
に
依
て
」
と
あ
る
。
こ
れ
ら
和

語
文
献
が
古
い
形
態
を
伝
え
る
の
で
あ
れ
ば
慶
安
版
と
無
刊
記
版
は
鎌
倉
後
期
の
状

態
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
同
じ
例
で
は
下
段
一
五
行
目
、天
保
版
で
は「
一

生
」
と
あ
る
部
分
が
慶
安
版
、
無
刊
記
版
、
写
本
で
は
「
一
生
之
中
之
」
と
あ
り
、

正
徳
版
『
和
語
灯
録
』
以
外
は
「
一
生
中
の
」
と
し
、
正
徳
版
は
「
一
生
の
中
の
」

と
し
て
い
る
部
分
が
指
摘
で
き
、
こ
の
例
か
ら
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
よ
う

な
点
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
下
段
三
行
目
の
「
一
切
」
は
鎌
倉
後
期
に
は
「
諸
」
で

あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
同
一
〇
行
目
の
「
染
神
」
は
「
深
染
神
」
で
あ
っ
た

こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
内
容
理
解
が
大
き
く
異
な
る
ほ

ど
の
異
動
で
は
な
い
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
大
正
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
の
も
の
を
中
心
に
現
存
す
る
諸
本
に
つ
い
て

調
査
を
行
っ
て
き
た
が
、
現
時
点
で
指
摘
し
得
た
点
を
整
理
と
し
て
一
旦
の
ま
と
め

と
し
た
い
。

①
現
存
す
る
諸
本

　

現
存
す
る
諸
本
に
は
以
下
の
六
種
が
確
認
で
き
た
。

　
　
　

寛
永
五
年
版
本
（
未
調
査
）

　
　
　

慶
安
四
年
版
本

　
　
　

寛
政
四
年
写
本
（
大
正
大
学
付
属
図
書
館
蔵
）

　
　
　

天
保
八
年
版
本

　
　
　

刊
年
不
明
版
本

　
　
　

寛
文
七
年
版
本
（
未
調
査
・
法
然
院
蔵
）

②
『
浄
全
』
へ
の
翻
刻
作
業
の
状
況

　
『
浄
全
』
の
底
本
天
保
八
年
版
本
が
『
浄
全
』
に
翻
刻
さ
れ
る
際
、送
り
仮
名
や
「
。」

な
ど
に
若
干
の
異
同
が
あ
る
が
、
本
文
内
に
字
句
の
異
同
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
。

③
諸
本
の
異
同

　

今
回
調
査
し
た
慶
安
版
、
刊
記
不
明
本
、
寛
政
写
本
、
天
保
版
（『
浄
全
』
版
）

の
中
で
は
、
天
保
八
年
版
本
以
外
の
諸
本
は
ほ
ぼ
同
様
に
天
保
版
と
の
異
同
が
見
ら

れ
る
た
め
、
同
系
統
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
天
保
版
に
は
頭
注
な
ど
を
参
照
す
る

と
底
本
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
回
調
査
し
た
諸
本
の
中
に
そ
れ
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。
ま
た
、
校
訂
に
使
わ
れ
た
諸
本
の
特
定
も
か
な
わ
な
か
っ
た
。

④
寛
政
写
本
の
位
置

　

写
本
独
自
の
記
載
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
も
の
の
、
系
統
的
に
は
慶
安
版
と
無
刊

記
版
の
系
統
で
あ
り
、
中
で
も
無
刊
記
版
の
方
が
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
諸
人
伝
説
の
詞
と
の
異
同

　

天
保
版
以
前
の
諸
本
と
同
様
で
天
保
版
と
は
異
同
が
見
ら
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
恐
ら
く
は
古
い
形
態
を
残
す
も
の
は
慶
安
版
と
無
刊
記
版
、
寛
政
写
本
の
系
統

と
考
え
ら
れ
る
。



五
九

　
　
　
　『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
（
一
）

　

以
上
、
本
稿
で
は
上
巻
の
み
の
整
理
だ
が
、『
徹
選
択
集
』
の
諸
本
は
天
保
版
と

そ
れ
以
外
の
諸
本
と
い
う
二
つ
の
系
統
に
分
か
れ
、
恐
ら
く
は
天
保
版
以
前
の
諸
本

が
古
い
形
態
を
残
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
若
干
の
字
句
の

異
同
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
を
左
右
す
る
よ
う
な
異
同
や
脱
文
、
逸
文
な
ど
は
確
認

で
き
な
い
た
め
、
唯
一
活
字
化
さ
れ
て
い
る
『
浄
全
』
版
（『
浄
全
』
版
を
底
本
に

組
み
直
し
た
『
聖
典
』
も
含
む
）
を
も
と
に
聖
光
の
思
想
研
究
を
行
う
こ
と
は
問
題

な
い
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
本
稿
で
言
及
で
き
な
か
っ
た
下
巻
の
異
同
、
寛
文
版
本

の
調
査
等
、
引
き
続
き
検
討
を
行
い
た
い
と
思
う
。

※
撮
影
と
掲
載
許
可
の
ご
厚
意
を
賜
っ
た
大
正
大
学
附
属
図
書
館
関
係
諸
氏
に
は
記

し
て
深
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。

註1　
山
喜
房
仏
書
林
、
一
九
七
九
年

2　

浄
全
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、
石
川
琢
道
氏
が
第
一
〇
回
浄
土
学
研
究
会
及
び
平
成
二
六
年

度
浄
土
宗
総
合
学
術
大
会
に
て
報
告
し
て
い
る
。

3　

佛
教
大
学
浄
土
宗
文
献
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
五
年

4　
『
浄
全
』
七
・
八
三
上

5　
『
浄
全
』
七
・
八
四
下
一
六
行
目

6　
『
法
然
遺
文
の
基
礎
的
研
究
』（
法
藏
館
、
一
九
九
四
）

7　
「
金
剛
寺
蔵
『
黒
谷
上
人
語
灯
録
』
―
解
題
と
影
印
・
翻
刻
―
」（
平
成
十
六
～
十
八
年
度

科
学
研
究
補
助
金
基
盤
研
究
（
A
）
課
題
番
号15202002

『
金
剛
寺
一
切
経
の
総
合
的
研

究
と
金
剛
寺
聖
教
の
基
礎
的
研
究
』
研
究
成
果
報
告
書
《
第
一
分
冊
》、
二
〇
〇
七
）

8　

前
掲
書
二
二
四
頁





六
一

　
　
　
　

法
密
部
に
つ
い
て
の
一
視
点

一
、
問
題
の
所
在

　

平
川
彰
は
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
Ⅰ
』（
平
川
彰
著
作
集
第
三
巻
）
の
序
論
に

お
い
て
、
そ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た
大
乗
仏
教
の
大
衆
部
起
源
説
を
批
判
す
る
た
め

の
種
々
の
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
批
判
の
一
つ
に
『
増
一
阿
含
』
の
所
属
部

派
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
。
こ
の
阿
含
は
、
平
川
が
「『
増
一
阿
含
』
は
、
大
乗
仏

教
と
共
通
点
が
多
い
の
で
あ
る
」（
前
掲
書
四
三
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
大
乗
仏

教
と
の
思
想
的
関
連
が
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
こ
の
阿
含

が
大
衆
部
の
所
属
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
部
派
と
大
乗
仏
教
と
に
何
ら
か
の
関
係

が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
平
川
は
『
増
一
阿
含
』
の
訳
者
や
思
想
の
検
討

を
通
し
て
、
こ
の
阿
含
が
大
衆
部
の
所
属
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
大
乗
教
理

と
こ
の
阿
含
の
間
に
あ
る
思
想
的
関
連
が
、
大
乗
仏
教
と
大
衆
部
の
関
係
を
示
す
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
平
川
の
研
究
は
、
佐
々
木
閑
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。

『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
Ⅰ
の
序
論
で
平
川
は
、
大
乗
仏
教
が
大
衆
部
か
ら

発
生
し
た
と
い
う
従
来
の
説
を
綿
密
な
考
証
に
よ
っ
て
否
定
す
る
。
平
川
が
最

初
に
取
り
上
げ
る
の
は
『
増
一
阿
含
』
で
あ
る
。『
増
一
阿
含
』
に
は
大
乗
的

要
素
が
多
々
見
ら
れ
る
。
従
来
こ
の
経
は
大
衆
部
に
所
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て

い
た
た
め
、
そ
の
結
果
大
乗
仏
教
は
大
衆
部
か
ら
発
生
し
た
と
い
う
説
が
流
布

し
た
の
で
あ
る
が
、
平
川
は
『
増
一
阿
含
』
が
大
衆
部
に
属
す
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
法
蔵
部
の
所
説
と
共
通
す
る
も
の
が
多
く
、
こ
の
経
の
存
在
が
大

乗
仏
教
大
衆
部
起
源
説
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。（『
イ

ン
ド
仏
教
変
移
論―

な
ぜ
仏
教
は
多
様
化
し
た
の
か―

』
三
〇
九
頁
）

　

佐
々
木
は
、
平
川
の
研
究
を
精
査
し
て
、
す
べ
て
の
比
丘
を
声
聞
乗
の
声
聞
と
考

え
る
い
わ
ゆ
る
平
川
説
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、
大
乗
仏
教
の
在
家
集
団
起

源
説
を
批
判
し
た
。
佐
々
木
の
こ
の
批
判
は
、
比
丘
の
中
に
声
聞
乗
に
属
さ
な
い
比

丘
、
す
な
わ
ち
出
家
菩
薩
が
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
で
平
川
説
を
修
正
し
て
、

大
乗
仏
教
の
起
源
を
考
察
す
る
た
め
の
新
た
な
視
座
を
我
々
に
提
供
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
佐
々
木
が
『
増
一
阿
含
』
が
大
衆
部
所
属
で
な
い
と
い
う
平
川
の
論
証

　
法
密
部
に
つ
い
て
の
一
視
点
　

　
　
　
　

―
平
川
説
の
検
討
を
通
し
て―
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六
二

　
　
　
　

佛　

教　

文　

化　

研　

究

に
対
し
て
概
ね
賛
意
を
示
し
、
平
川
が
行
な
っ
た
大
乗
仏
教
の
大
衆
部
起
源
説
批
判

に
は
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。

　

本
稿
は
、
佐
々
木
に
よ
っ
て
一
定
の
評
価
を
受
け
た
平
川
の
『
増
一
阿
含
』
の
所

属
部
派
の
検
討
に
つ
い
て
、
別
の
視
点
か
ら
考
察
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
の
提
供
を

行
な
う
。
具
体
的
に
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
検
討
か
ら
法
蔵
部
の
思
想
を
明
ら
か
に

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
平
川
説
を
検
討
す
る
た
め
の
土
台
を
形
成
し
よ
う
と
試
み
る
も

の
で
あ
る
。

二
、
法
密
部
と
法
蔵
部

　

本
稿
で
考
察
す
る
の
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
見
出
す
こ
と
の
出
来
る
「
法
密4

部
」

で
あ
る
。
こ
れ
が
平
川
に
よ
っ
て
『
増
一
阿
含
』
と
の
思
想
的
関
連
が
指
摘
さ
れ
た

「
法
蔵4

部
」
と
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
か
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。

　

法
密
部
あ
る
い
は
法
蔵
部
の
名
称
に
関
す
る
記
述
と
し
て
、
ま
ず
『
翻
訳
名
義

集
』
四
を
見
て
み
よ
う
。
こ
れ
に
よ
る
と
「
曇
無
德
。
亦
名
曇
摩
毱
多
。
此
云
法
密
。

隱
覆
即
密
義
。
又
翻
法
藏
」（
大
正
五
四
・
一
一
三
頁
上―

中
）
と
あ
り
、
法
密
と

法
藏
は
と
も
に
「
曇
無
德
」
の
訳
語
で
あ
る
。「
曇
無
德
」
あ
る
い
は
「
曇
摩
毱

多
」
の
原
語
を
渡
辺
楳
雄
は
「dharm

a-guptaka

」
と
想
定
し
て
い
る
（『
有
部
阿

毘
達
磨
論
の
研
究
』
三
七
九
頁
）。『
梵
和
大
辞
典
』
で
は
、gupta

の
漢
訳
語
の
用

例
と
し
て
「
守
、
護
、
守
護
、
善
護
、
密
、
密
護
、
蔵
、
善
摂
」
を
挙
げ
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
り
法
密
部
と
法
蔵
部
が
と
も
にdharm

a-guptaka

の
訳
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
考
察
す
る
『
大
毘
婆
沙
論
』
で
は
法
密
部
の
ほ
か
に

「
達
摩
毱
多
部
」
と
い
う
名
称
も
見
え
、
こ
れ
も
こ
の
名
称
の
原
語
が
「dharm

a-

gupta

」
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

訳
語
と
し
て
の
法
密
部
と
法
蔵
部
は
、
前
者
が
玄
奘
訳
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
、
後

者
が
同
『
異
部
宗
輪
論
』
に
表
わ
れ
る
。
玄
奘
訳
と
さ
れ
る
二
つ
の
典
籍
に
法
密
部

と
法
蔵
部
の
訳
語
が
確
認
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
玄
奘
が
「dharm

a-gupta

」

の
訳
語
と
し
て
法
密
部
と
法
蔵
部
の
両
者
を
用
い
た
か
、
あ
る
い
は
法
密
部
と
法
蔵

部
の
原
語
が
異
な
っ
て
い
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
一
ま
ず
法
密

部
と
法
蔵
部
を
と
も
に
「dharm

a-gupta

」
と
考
え
て
お
こ
う
。
そ
し
て
、
本
稿

は
『
大
毘
婆
沙
論
』
を
考
察
の
対
象
と
す
る
以
上
、
法
密4

部
の
名
を
用
い
て
考
察
を

進
め
る
。

　

さ
て
『
異
部
宗
輪
論
』
に
基
づ
く
と
部
派
の
数
は
一
八
、
あ
る
い
は
本
末
合
わ
せ

て
二
十
と
さ
れ
、
こ
の
う
ち
法
密
部
は
化
地
部
か
ら
分
裂
し
た
一
派
と
さ
れ
る
。
化

地
部
は
説
一
切
有
部
か
ら
分
れ
た
派
と
さ
れ
る
の
で
、
法
密
部
も
ま
た
有
部
系
統
の

部
派
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
確
認
で
き
る
部

派
名―

学
派
で
は
な
く
独
立
し
た
部
派
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の―

は
犢
子
部
、
大

衆
部
、
法
密
部
、
化
地
部
、
飲
光
部
の
五
つ
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
異
部
宗
輪

論
』
に
よ
る
場
合
と
、『
大
毘
婆
沙
論
』
に
よ
る
場
合
で
は
、
想
定
さ
れ
る
部
派
の

状
況
が
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『
異
部
宗
輪
論
』
の
成
立
は
『
大
毘
婆
沙
論
』

と
同
時
代
の
一
、
二
世
紀
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
両
者
に
見
え
る
部
派
の
差
が

時
代
に
よ
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
差
の
原
因
の
考
察
も
重
要
な
課
題

で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
『
大
毘
婆
沙
論
』
に
基
づ
き
五
つ
の
部
派
を
考
察
の
対
象
と

し
、
そ
の
な
か
で
も
法
密
部
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

三
、
先
行
研
究
の
考
察

　

法
密
部
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち



六
三

　
　
　
　

法
密
部
に
つ
い
て
の
一
視
点

の
い
く
つ
か
を
紹
介
し
て
、
こ
の
部
派
の
特
徴
を
把
握
し
た
い
。
ま
ず
静
谷
正
雄

「
法
蔵
部
の
碑
銘
に
つ
い
て
」
の
研
究
を
紹
介
し
よ
う
。
静
谷
は
こ
の
論
文
の
中
で

法
密
部
（
法
蔵
部
）
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

法
蔵
部（D

harm
aguptaka

）は
『
四
分
律
』
を
伝
え
た
上
座
部
系
の
一
部

派
で
あ
る
が
、
上
座
部
系
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、『
異
部
宗
輪
論
』
に
よ
れ
ば
、

仏
塔
供
養
に
大
果
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
ま
た
、
法
蔵
部
の
主
張
の
多
く
は
大

衆
部
の
主
張
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。
真
諦
三
蔵
の
所
伝
で
は
、
経
・
律
・
論

の
三
蔵
の
ほ
か
に
兜
蔵
と
菩
薩
蔵
を
加
え
た
五
蔵
を
伝
持
し
て
い
た
と
い
わ
れ

る
。
ま
た
平
川
博
士
は
『
四
分
律
』
の
大
乗
的
色
彩
を
論
じ
、
仏
の
髪
爪
塔
を

供
養
す
る
者
は
無
上
道
を
成
ず
る
と
す
る
の
は
、
部
派
仏
教
で
は
考
え
ら
れ
な

い
思
想
で
あ
り
、「
そ
れ
だ
け
法
蔵
部
が
部
派
仏
教
と
し
て
の
主
体
性
を
失
つ

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
」
と
さ
れ
る
。
法
蔵
部
の
伝
持
し
た
兜
蔵
や
菩
薩
蔵

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
初
期
大
乗
仏
教
と
の

関
連
に
お
い
て
種
々
考
究
す
べ
き
価
値
を
も
つ
部
派
で
あ
る
こ
と
は
明
白
の
よ

う
で
あ
る
。（「
法
蔵
部
の
碑
銘
に
つ
い
て
」、『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
二
三
号

一
巻
）

　

こ
の
論
考
の
中
で
静
谷
は
法
密
部
に
つ
い
て
①
紀
元
後
二
世
紀
の
中
葉
の
マ
ト
ゥ

ラ
ー
に
お
い
て
大
衆
部
、
有
部
に
次
ぐ
有
力
教
団
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
土
着
の
商
工

業
者
の
熱
心
な
支
持
を
う
け
た
こ
と
、
③
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
法
密
部
は
外
来
の
ク
シ
ャ

ー
ン
人
の
信
仰
を
抱
え
て
い
た
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。
ま
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
出
土
の
碑

文
に
「D

harm
aguptaka

」
の
名
を
確
認
で
き
る
こ
と
を
紹
介
し
、
三
世
紀
後
半

ま
で
に
法
密
部
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
存
在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

法
密
部
に
所
属
す
る
典
籍
と
し
て
は
、
一
般
的
に
『
四
分
律
』
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
僧
祐
の
『
出
三
蔵
記
集
』
三
の
「
新
集
律
来
漢
地
四
部
序
録
」
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
平
川
は
こ
れ
を
受
け
て
「
四
分
律
の
な
か
に
は
、
こ
れ
が
法
蔵
部
の

伝
持
し
た
律
な
る
こ
と
を
、
明
示
す
る
文
句
は
な
い
が
、
し
か
し
法
蔵
部
の
律
と
認

め
て
矛
盾
す
る
ご
と
き
記
述
は
な
い
。
故
に
こ
れ
は
法
蔵
部
の
伝
持
し
た
律
蔵
と
認

め
て
よ
い
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
そ
の
よ
う
に
承
認
せ
ら
れ
て
い
る
」（『
律
蔵
の
研

究
Ⅰ
』
一
三
八
頁
、
平
川
彰
著
作
集
第
九
巻
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
『
四
分
律
』
以
外
に
法
密
部
と
関
係
す
る
典
籍
に
つ
い
て
は
様
々
な
議
論
が
な
さ

れ
て
い
る
が
、
漢
訳
『
長
阿
含
経
』
や
ガ
ン
ダ
ー
リ
ー
・
ダ
ル
マ
パ
ダ
、『
仏
般
泥

洹
経
』、『
般
泥
洹
経
』
な
ど
が
法
密
部
と
関
係
す
る
典
籍
と
さ
れ
る
。
ま
た
上
述
し

た
よ
う
に
、
平
川
は
『
増
一
阿
含
』
と
法
密
部
の
関
係
が
深
い
と
指
摘
す
る
。
さ
ら

に
平
川
は
「
法
蔵
部
の
教
理
は
、
大
乗
仏
教
と
か
な
り
共
通
点
が
見
ら
れ
る
」（『
初

期
大
乗
仏
教
の
研
究
Ⅰ
』
四
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
法
密
部
と
初
期
大
乗
仏
教
と
は
何
ら
か
の
関
係
を
有
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
部
派
の
研
究
が
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
に
資
す
る
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四
、『
大
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
法
密
部
説

　
『
大
毘
婆
沙
論
』
と
そ
の
異
訳
で
あ
る
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
異
説
の

研
究
は
、
渡
辺
楳
雄
『
有
部
阿
毘
達
磨
論
の
研
究
』
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
研
究
に
よ
れ
ば
両
毘
婆
沙
論
に
表
わ
れ
る
法
密
部
の
学
説
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
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（
五
）
法
密
部
（D

harm
agupta―

新
婆
沙
は
「
法
密
部
」
あ
る
い
は
「
達
摩
毱
多

部
」、
旧
婆
沙
は
「
曇
摩
掘
部
」
等
）
を
め
ぐ
っ
て
の
そ
れ―

準
上
の
総
数
お

お
よ
そ
六
等
な
る
な
か
に
お
い
て
、

　
　
（
イ
）
両
婆
沙
と
も
に
名
・
説
す
べ
て
一
致
す
る
も
の
三
。

　
　
（
ロ
）
新
婆
沙
は
法
密
部
と
し
て
い
る
が
、
旧
婆
沙
は
別
の
部
に
つ
く
っ
て
い

る
も
の
一
。

　
　
（
ハ
）
新
婆
娑
の
み
法
密
部
等
と
し
、
旧
婆
沙
は
ま
っ
た
く
不
記
な
る
も
の
一
。

　
　
（
ニ
）
両
婆
沙
と
も
に
名
は
一
致
す
る
が
、
主
張
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
説
相
が

一
致
し
な
い
も
の
一
。

 

（
前
掲
書
三
七
九
頁
）

　

渡
辺
は
こ
れ
ら
六
説
を
法
密
部
説
と
し
て
両
毘
婆
沙
論
よ
り
収
集
し
た
。
こ
の
成

果
を
踏
襲
す
れ
ば
、
法
密
部
の
学
説
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
は
（
イ
）
の
両
毘
婆

沙
論
に
共
通
す
る
三
つ
の
学
説
で
あ
り
、
本
稿
は
こ
れ
ら
を
考
察
す
る
。
こ
の
三
つ

の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
「
阿
毘
達
磨
」
と
い
う
語
を
「
最
上
の
法
」
と
理
解
す
る

②
世
第
一
法
と
三
界
の
関
係
を
、
三
界
す
べ
て
と
結
び
つ
き
、
ま
た
す
べ
て
と
結

び
つ
か
な
い
と
説
く

③
一
智
は
相
応
の
諸
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
く

　

以
下
、
こ
の
三
つ
の
説
に
つ
い
て
、
両
毘
婆
沙
論
を
引
用
し
な
が
ら
考
察
を
進
め

よ
う
。

①
阿
毘
達
磨
と
い
う
語
の
解
釈
に
つ
い
て

　

ま
ず
阿
毘
達
磨
（abhidharm

a

）
と
い
う
語
の
解
釈
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ

は
両
毘
婆
沙
論
と
も
に
第
一
巻
で
説
き
、
桜
部
建
『
倶
舎
論
の
研
究　

界
・
根
品
』

に
お
い
て
「『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
一
に
見
え
る
名
義
釈
は
す
こ
ぶ
る
網
羅
的
な
も
の

で
、
お
よ
そabhidharm

a

の
語
に
つ
い
て
可
能
と
思
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
解
釈
二
十

数
種
を
枚
挙
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
有
部
の
諸
論
師
の
そ
れ
の
他
に
、
法
密
部
・

化
地
部
・
声
論
者
な
ど
の
釈
義
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
…
」（
二
二
頁
） 

と

述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
解
釈
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
以
下
の
よ
う
な
法

密
部
の
説
が
見
え
る
。

　

『
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
二
七
・
四
中

　
　

法
密
部
說
。
此
法
增
上
故
。
名
阿
毘
達
磨
。
如
有
頌
言
。

　
　

慧
於
世
間
尊　

能
決
擇
趣
向　

以
正
了
知
故　

老
死
盡
無
餘

　

『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
大
正
二
八
・
三
下

　
　

曇
摩
掘
部
說
曰
。
此
法
增
上
名
阿
毘
曇
。
如
說
一
切
諸
法
慧
為
最
上
。

　

和
訳
（『
大
毘
婆
沙
論
』、
筆
者
。
以
下
同
）

法
密
部
は
こ
の
法
が
増
上
で
あ
る
か
ら
阿
毘
達
磨
と
名
づ
け
て
説
く
の
で
あ
る
。

次
の
偈
に
「
慧
は
世
間
に
お
い
て
尊
い
も
の
で
趣
く
先
を
決
定
す
る
。
正
し
く

知
る
か
ら
、
老
い
と
死
を
あ
ま
り
な
く
尽
く
す
の
で
あ
る
」
と
説
く
よ
う
な
も
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法
密
部
に
つ
い
て
の
一
視
点

の
で
あ
る
。

　

こ
の
説
は
桜
部
が
指
摘
す
る
「
伝
統
的
解
釈
」、
す
な
わ
ちabhi-dharm

a

を

「
勝
れ
た
法
」「
増
上
な
る
法
」
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
桜
部
は
こ
の
阿
毘

達
磨
の
解
釈
が
、
覚
天
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
覚
天
の
解
釈

は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

『
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
二
七
・
四
中

尊
者
覺
天
作
如
是
說
。
阿
毘
者
。
是
助
言
顯
增
上
義
。
如
增
上
慢
者
名
阿
毘
慢
。

增
上
覺
者
。
名
阿
毘
覺
。
增
上
老
者
名
阿
毘
老
。
此
亦
如
是
。
此
法
增
上
故
。

名
阿
毘
達
磨
。

　

『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
大
正
二
八
・
三
下―

四
上

復
次
阿
毘
言
增
上
慢
。
如
說
名
增
上
慢
。
如
說
上
者
名
增
上
者
。
如
說
上
逸
名

增
上
逸
。
此
經
增
上
名
阿
毘
曇
。

　

和
訳尊

者
覚
天
は
次
の
よ
う
な
説
を
述
べ
て
い
る
。「
ア
ビ
（abhi

）
と
は
、
こ
れ

は
接
頭
辞
（
助
言
）
で
増
上
を
意
味
す
る
。
増
上
慢
を
阿
毘
慢
と
い
い
、
増
上

覚
を
阿
毘
覚
、
増
上
老
を
阿
毘
老
と
い
う
如
く
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
同
様
で

あ
っ
て
、
こ
の
法
が
増
上
で
あ
る
か
ら
、
阿
毘
達
磨
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

桜
部
が
紹
介
す
る
覚
天
説
は
新
訳
に
の
み
個
人
名
が
記
さ
れ
、
旧
訳
で
は
覚
天
説

と
明
記
さ
れ
ず
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
阿
毘
達
磨
を
「
増
上
な
る
法
」
と

す
る
解
釈
が
、
た
と
え
新
訳
だ
け
で
は
あ
る
が
、
覚
天
の
学
説
と
さ
れ
、
し
か
も

「
此
法
增
上
故
。
名
阿
毘
達
磨
」
と
い
う
表
現
で
覚
天
説
と
法
密
部
説
が
提
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
覚
天
が
有
部
の
四
大
論
師
の
一
人
で
あ
る
覚
天
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
密
部

は
有
部
の
論
師
と
同
種
の
学
説
を
有
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
法
密
部
と
有

部
の
類
似
を
示
す
一
つ
の
資
料
と
い
え
よ
う
。

②
世
第
一
法
の
諸
門
分
別
。
界
繋
門
に
つ
い
て

　

有
部
の
煩
瑣
な
教
義
を
構
築
す
る
要
因
の
一
つ
に
諸
門
分
別
と
い
う
諸
法
の
分
類

が
あ
る
。
諸
門
分
別
は
様
々
な
角
度
か
ら
法
の
分
類
を
行
な
う
が
、
そ
の
分
類
は
世

間
、
す
な
わ
ち
有
漏
の
世
界
に
お
い
て
最
上
の
位
と
さ
れ
る
世
第
一
法
に
も
適
用
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
世
第
一
法
に
つ
い
て
の
諸
門
分
別
の
中
で
、
三
界
と
の
関
係
を
論

ず
る
界
繋
門
の
議
論
が
『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
三
と
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
巻
二
に
見

出
せ
、
そ
こ
に
法
密
部
の
説
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
原
文
を
あ
げ
て

お
こ
う
。

　

『
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
二
七
・
一
四
上

世
第
一
法
。
當
言
欲
界
乃
至
廣
說
。

問
何
故
作
此
論

答
雖
已
說
彼
立
名
因
緣
。
而
未
分
別
在
何
界
繫
今
欲
分
別
。
如
人
言
勝
已
說
勝

因
。
而
未
知
彼
所
居
國
邑
。
此
亦
如
是
故
作
斯
論
。
復
次
為
止
他
宗
差
別
執
故
。

中
略



六
六

　
　
　
　

佛　

教　

文　

化　

研　

究

若
法
密
部
執
。
世
第
一
法
通
三
界
繫
及
不
繫
。
所
以
者
何
。
彼
謂
如
是
世
第
一

法
既
名
世
故
通
三
界
繫
。
名
第
一
故
亦
通
不
繫
。

即
彼
部
中
復
有
別
執
。
世
第
一
法
非
三
界
繫
亦
非
不
繫
。
所
以
者
何
。
彼
謂
如

是
世
第
一
法
。
名
第
一
故
非
三
界
繫
。
以
名
世
故
亦
非
不
繫
。

為
止
如
是
他
宗
別
執
顯
示
己
宗
故
作
此
論
。

　

『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
大
正
二
八
・
九
中

世
第
一
法
。
當
言
欲
界
繫
耶
。
乃
至
廣
說
。

問
曰
。
何
故
作
此
論
。

答
曰
。
先
已
說
世
第
一
法
體
性
。
及
說
所
以
名
世
第
一
法
。
未
說
在
何
界
繫
。

如
人
言
勝
。
已
說
勝
事
。
未
知
住
處
。
今
欲
說
故
。
故
作
此
論
。
或
有
說
者
。

為
止
並
義
者
意
故
。

中
略

如
曇
摩
掘
部
說
。
或
言
三
界
繫
。
或
言
不
繫
。
或
言
非
不
繫
法
。

為
止
如
是
等
並
義
意
故
而
作
此
論

　

和
訳〔『

發
智
論
』
に
説
く
と
こ
ろ
の
〕「
世
第
一
法
。
當
言
欲
界
」〔
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
〕
こ
こ
か
ら
詳
し
く
説
こ
う
。

問
、
ど
う
し
て
こ
の
論
を
な
す
の
か
？

答
え
、
こ
〔
の
世
第
一
法
〕
の
名
に
つ
い
て
の
由
来
は
既
に
説
い
た
が
、
ま
だ

〔
こ
の
世
第
一
法
が
〕
ど
の
界
に
属
す
る
の
か
を
定
義
し
て
い
な
い
。〔
そ
れ
ゆ

え
〕
い
ま
こ
れ
を
定
義
し
よ
う
。
あ
る
人
が
〔
だ
れ
か
〕
勝
れ
た
〔
人
物
に
〕

つ
い
て
説
き
、
そ
の
〔
人
が
〕
勝
れ
て
い
る
原
因
を
も
説
い
た
の
に
、
い
ま
だ

彼
の
〔
人
が
〕
す
む
国
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
ま
た
同
様
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
論
を
な
す
の
で
あ
る
。
ま
た
次
に
他

の
宗
旨
の
様
々
な
と
ら
わ
れ
を
止
め
る
た
め
に
〔
論
を
な
す
の
で
あ
る
〕。

中
略

法
密
部
の
と
ら
わ
れ
は
、
世
第
一
法
は
三
界
繋
お
よ
び
不
繋
に
通
じ
る
、
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
世
第
一
法
は

「
世
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
か
ら
三
界
に
通
じ
、「
第
一
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
か
ら

不
繋
に
も
通
じ
る
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
〔
法
密
部
〕
の
中
に
は
ま
た
別
の
と
ら
わ
れ
が
あ
っ
て
、〔
そ

れ
は
〕
世
第
一
法
が
三
界
繋
で
も
な
く
お
よ
び
不
繋
で
も
な
い
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
彼
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
世
第
一
法
は
「
第
一
」

と
名
づ
け
ら
れ
る
か
ら
三
界
繋
で
は
な
く
、「
世
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
か
ら
不

繋
で
も
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
他
の
宗
旨
の
様
々
な
と
ら
わ
れ
を
止
め
て
、
自
ら
の
宗
旨
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
こ
の
論
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
世
第
一
法
の
界
門
分
別
は
、
先
の
阿
毘
達
磨
の
解
釈
と
は
様
相
を
異
に
し
て

い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
阿
毘
達
磨
の
解
釈
の
時
に
は
、
有
部
内
の
異
説
や
法
密

部
な
ど
の
他
部
派
説
が
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
さ
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
明
確

に
法
密
部
を
は
じ
め
と
す
る
他
部
派
の
見
解
が
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
で
は
有
部
の
説
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
す
で
に
『
發
智
論
』
に

そ
の
答
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。



六
七

　
　
　
　

法
密
部
に
つ
い
て
の
一
視
点

　

『
發
智
論
』
大
正
二
六
・
九
一
八
上

世
第
一
法
。
當
言
欲
界
繫
色
界
繫
無
色
界
繫
耶
。
答
應
言
色
界
繫
。

　

先
の
『
大
毘
婆
沙
論
』
の
引
用
部
分
は
、
こ
の
『
發
智
論
』
の
一
説
に
対
す
る
注

釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
世
第
一
法
を
色
界
繋
と
定
義
す
る
が
、
こ
れ
が
す
で
に
『
發

智
論
』
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
以
上
、
世
第
一
法
を
「
三
界
繋
お
よ
び
不
繋
に
通
じ

る
」
と
す
る
法
密
部
の
解
釈
は
『
發
智
論
』
を
参
考
に
し
た
も
の
と
は
言
え
ず
、
彼

ら
は
有
部
と
解
釈
の
地
平
、
す
な
わ
ち
世
第
一
法
に
対
し
て
界
門
分
別
と
い
う
手
法

を
用
い
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
方
法
、
を
共
有
し
つ
つ
も
有
部
と
は
異
な
る
答
え
を
導

き
だ
し
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
法
密
部
に
つ
い
て
異
な
る
二
つ
の
印
象
が
生
じ
る
。
ま
ず
、
法
密

部
が
『
發
智
論
』
を
学
説
の
根
拠
と
し
て
い
な
い
点
で
、
有
部
と
は
一
線
を
画
す
る

部
派
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
二
点
目
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
部
と
共
通
す
る

疑
問
を
彼
ら
が
有
し
て
お
り
、
有
部
と
あ
る
種
の
思
想
背
景
を
共
有
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
反
す
る
印
象
は
、
他
の
部
派
に
も
共
通
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
多
く
の
部
派
に
は
共
通
す
る
議
論
の
枠
組
み
が
あ
り
、
そ
の

中
で
種
々
の
解
釈
を
争
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

③
一
智
の
性
質
に
つ
い
て

　

両
毘
婆
沙
論
に
お
け
る
法
密
部
説
の
検
討
の
最
後
は
、
一
智
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
『
發
智
論
』
の
次
の
問
答
の
考
察
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

　

『
發
智
論
』
大
正
二
六
・
九
一
九
中

頗
有
一
智
知
一
切
法
耶
。
答
無
。

若
此
智
生
一
切
法
非
我
。
此
智
何
所
不
知
。
答
不
知
自
性
。
及
此
相
應
俱
有
諸

法
。

　

和
訳一

智
で
一
切
法
を
知
る
こ
と
が
あ
る
の
か
？
答
え
、
な
い
。

も
し
こ
の
智
が
「
一
切
法
は
非
我
で
あ
る
」〔
と
い
う
見
解
〕
を
生
じ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
智
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
の
か
？
答
え
、
自
性
お
よ
び

相
応
・
倶
有
の
諸
法
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
一
智―

『
大
毘
婆
沙
論
』
で
一
刹
那
の
智
と
解
さ

れ
て
い
る―

に
よ
っ
て
一
切
法
を
知
る
こ
と
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
、
有
部
は

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
す
る
。
次
に
、
も
し
こ
の
一
刹
那
の
智
に
よ
っ
て
、
一

切
法
は
非
我
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
生
じ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
智
は
一
切
法
に

つ
い
て
何
を
知
ら
な
い
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
有
部
は
一
切
法
の

自
性
と
そ
れ
に
相
応
・
倶
有
す
る
諸
法
を
知
る
こ
と
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
答
は
、
当
然
、
両
毘
婆
沙
論
で
注
釈
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

は
こ
の
有
部
の
解
釈
と
は
異
な
る
も
の
が
紹
介
さ
れ
、
有
部
の
批
判
の
的
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
中
に
法
密
部
の
学
説
が
見
え
る
。
以
下
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

　

『
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
二
七
・
四
二
下―

四
三
上

頗
有
一
智
知
一
切
法
耶
。
如
是
等
章
及
解
章
義
。
既
領
會
已
。
次
應
廣
釋
。



六
八

　
　
　
　

佛　

教　

文　

化　

研　

究

問
何
故
作
此
論
。

答
為
止
他
宗
顯
己
義
故
。

　
　
　

中
略

或
復
有
執
。
心
心
所
法
能
了
相
應
。
如
法
密
部
彼
作
是
說
。
慧
等
能
了
相
應
受

等
。

　
　
　

中
略

頗
有
一
智
知
一
切
法
耶
。
答
無
。
若
此
智
生
一
切
法
非
我
。
此
智
何
所
不
知
。

答
不
知
自
性
及
此
相
應
俱
有
諸
法
。

此
中
不
知
自
性
者
。
即
止
大
眾
部
執
。

不
知
相
應
諸
法
者
。
即
止
法
密
部
執
。

不
知
俱
有
諸
法
者
。
即
止
化
地
部
執
。

言
智
能
知
。
即
止
犢
子
部
執
。

　

『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』
大
正
二
八
・
三
一
下c

頗
有
一
智
知
一
切
法
耶
。
如
此
章
及
解
章
義
。
是
中
應
廣
說
。
優
波
提
舍
。

問
曰
。
何
以
作
此
論
。

答
曰
。
為
止
他
義
故
。

　
　
　

中
略

曇
摩
掘
部
。
作
是
說
。
智
能
知
相
應
法
。

　
　
　

中
略

頗
有
一
智
知
一
切
法
耶
。
答
曰
。
無
也
。
若
復
有
此
智
生
一
切
諸
法
無
我
。
此

智
何
所
不
知
耶
。

答
曰
。

不
知
自
體
。
是
為
便
止
摩
訶
僧
祇
意
。

不
知
相
應
。
便
止
曇
摩
掘
部
意
。

不
知
共
有
。
便
止
彌
沙
塞
部
意
。

以
智
知
不
以
人
知
。
便
止
犢
子
部
意
。

　

こ
こ
で
は
、
和
訳
を
付
さ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
法
密
部
説
に
つ
い
て
、
新
旧

の
両
毘
婆
沙
論
が
完
全
に
一
致
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
度
、
両
毘
婆
沙
論
に

お
け
る
法
密
部
説
の
み
を
比
較
し
て
お
こ
う
。

①
『
大
毘
婆
沙
論
』、
②
『
阿
毘
曇
毘
婆
沙
論
』

①
或
復
有
執
。
心
心
所
法
能
了
相
應
。
如
法
密
部
彼
作
是
說
。
慧
等
能
了
相
應
受

等
。

②
曇
摩
掘
部
。
作
是
說
。
智
能
知
相
應
法
。

　

両
毘
婆
沙
論
の
差
異
は
、
こ
の
問
題
を
智
に
限
っ
て
の
も
の
と
理
解
す
る
か
、
智

を
含
む
心
・
心
所
法
一
般
の
も
の
と
と
ら
え
る
か
に
起
因
し
た
も
の
だ
ろ
う
が
、
こ

の
一
段
に
関
す
る
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
こ
こ
で
は
一
先
ず
『
阿
毘
曇
毘

婆
沙
論
』
に
従
っ
て
、
こ
の
問
題
を
智
に
限
っ
て
考
え
よ
う
。

　

旧
訳
に
従
え
ば
、
有
部
と
法
密
部
の
差
異
は
一
刹
那
の
智
が
、
一
切
法
と
相
応
す

る
諸
法
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
他
の
点
、

つ
ま
り
一
刹
那
の
智
に
よ
っ
て
一
切
法
の
自
性
と
そ
れ
と
倶
有
す
る
諸
法
に
つ
い
て

は
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う 

。

　

こ
こ
で
も
先
と
同
様
に
、
法
密
部
が
有
部
と
共
通
の
枠
組
み
で
解
釈
を
争
わ
せ
た



六
九

　
　
　
　

法
密
部
に
つ
い
て
の
一
視
点

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
引
用
が
長
く
な
る
の
で
省
略
し
た
部
分
に
は
大
衆
部
・
化

地
部
・
犢
子
部
の
説
が
現
れ
て
お
り
、
法
密
部
を
含
め
た
こ
の
四
つ
の
部
派
が
、
有

部
と
あ
る
意
味
で
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
を
我
々
に
印
象
付
け
る
。
こ
の
こ
と
は
た
だ

四
部
派
の
名
が
、
先
の
世
第
一
法
の
議
論
と
こ
こ
で
の
議
論
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
の

み
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
筆
者
に
は
両
毘
婆
沙
論
自
身
が
そ
れ
を
語
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
上
記
引
用
の
「
頗
有
一
智

知
一
切
法
耶
…
」
と
い
う
傍
線
部
、
こ
れ
は
『
發
智
論
』
の
文
言
な
の
で
あ
る
が
、

両
毘
婆
沙
論
は
こ
の
問
答
の
理
解
を
、
他
部
派
の
主
張
を
批
判
す
る
た
め
の
も
の
と

明
確
に
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

引
用
に
お
け
る
傍
線
部
の
後
が
両
毘
婆
沙
論
の
注
釈
で
あ
る
が
、
婆
沙
論
編
纂
者

た
ち
に
と
っ
て
『
發
智
論
』
の
文
言
は
、
他
部
派
の
理
解
を
批
判
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
婆
沙
論
編
纂
者
た
ち
が
、『
發
智
論
』
成
立
の
頃
に
は
す
で
に

法
密
部
・
大
衆
部
・
化
地
部
・
犢
子
部
の
四
部
派
が
成
立
し
て
い
た
、
と
理
解
し
て

い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
四
つ
の
部
派
と
有
部
の
関
係
は
、『
發
智
論
』

の
頃
か
ら
す
で
に
あ
り
、
お
そ
ら
く
様
々
な
面
で
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

五
、
法
密
部
説
と
大
乗
仏
教
と
の
関
係

　

こ
れ
ま
で
、
両
毘
婆
沙
論
に
共
通
し
て
表
わ
れ
る
三
つ
の
法
密
部
説
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
た
。
三
つ
の
説
は
、
ど
れ
も
非
常
に
煩
瑣
な
議
論
を
し
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
有
部
と
共
通
の
基
盤
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
議
論

は
成
立
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
こ
の
三
つ
の
議
論
が
、
あ
る

用
語
の
有
無
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
位
相
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

く
、
用
語
の
解
釈
の
位
相
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
両
毘
婆
沙
論
に
お
け
る
法
密
部
説
の
考
察
か
ら
、
こ
の
部
派
が
大
乗

と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
れ
ま
で
こ
の
部
派
と
大
乗
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
た
の
は
、『
異
部
宗
輪

論
』
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
同
書
に
お
け
る
法
密
部―

法

蔵
部
と
表
記
さ
れ
る
が―

の
学
説
を
、
こ
の
部
派
の
教
理
を
紹
介
す
る
全
文
を
引
用

し
て
確
認
し
た
い
。

　

『
異
部
宗
輪
論
』
大
正
四
九
・
一
七
上

其
法
藏
部
本
宗
同
義
。
謂
佛
雖
在
僧
中
所
攝
。
然
別
施
佛
果
大
非
僧
。
於
窣
堵

波
興
供
養
業
獲
廣
大
果
。
佛
與
二
乘
解
脫
雖
一
。
而
聖
道
異
。
無
諸
外
道
能
得

五
通
。
阿
羅
漢
身
皆
是
無
漏
。
餘
義
多
同
大
眾
部
執
。

　

法
密
部
の
学
説
は
『
異
部
宗
輪
論
』
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
仏
に
施
す
功
徳
は
、
僧
（
サ
ン
ガ
）
に
施
す
功
徳
に
勝
る
。

②
塔
婆
（
ス
ト
ゥ
ー
パ
）
に
供
養
を
施
す
と
、
大
き
な
功
徳
を
得
ら
れ
る
。

③
仏
と
二
乗
（
声
聞
・
縁
覚
）
と
は
解
脱
に
つ
い
て
は
等
し
い
が
、
聖
道
が
異
な

る
。

④
外
道
は
神
通
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑤
阿
羅
漢
の
身
体
は
無
漏
で
あ
る
。
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こ
の
五
つ
が
法
密
部
の
特
徴
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
に
つ
い
て
は
大
衆
部
と
同
様
の

主
張
を
す
る
と
さ
れ
る
。
両
毘
婆
沙
論
に
共
通
し
て
説
か
れ
る
三
つ
の
法
密
部
説
は

こ
れ
ら
と
重
な
ら
な
い
。
特
に
②
ス
ト
ゥ
ー
パ
へ
の
供
養
を
説
く
こ
と
は
、
法
密
部

の
律
と
さ
れ
る
『
四
分
律
』
に
も
説
か
れ
、
こ
の
部
派
が
大
乗
仏
教
と
親
近
性
を
持

つ
と
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
⑤
阿
羅
漢
の
身
体
は
無
漏
で
あ
る
と
い
う

説
は
、
仏
の
身
体
が
無
漏
で
あ
る
と
い
う
大
衆
部
説
と
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
一
七
三
（
大
正
二
七
・
八
七
一
下
）
に
お
い
て
、
大
衆
部
が
仏

身
の
無
漏
を
説
く
の
を
確
認
で
き
る
が
、
そ
こ
に
法
密
部
の
名
は
確
認
で
き
な
い
。

阿
羅
漢
の
身
体
の
無
漏
を
説
く
こ
と
と
、
大
衆
部
と
法
密
部
の
学
説
が
共
通
す
る
と

い
う
『
異
部
宗
輪
論
』
の
記
述
か
ら
類
推
す
る
に
、
法
蔵
部
も
ま
た
仏
身
の
無
漏
を

主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
大
毘
婆
沙
論
』
に
は
そ
れ
を
確
認
で
き
な
い
わ
け

で
あ
る
。

　

な
ぜ
『
大
毘
婆
沙
論
』
と
『
異
部
宗
輪
論
』
と
の
間
に
、
こ
の
よ
う
な
不
一
致
が

生
じ
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、『
異
部
宗
輪
論
』
か
ら
想
像
さ
れ
る
大
乗
と
親
近

性
を
持
つ
法
密
部―

正
確
に
は
法
蔵
部―

の
印
象
と
、『
大
毘
婆
沙
論
』
か
ら
想
像

さ
れ
る
有
部
と
共
通
の
土
台
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
法
密
部
の
印
象
と
の
間
に
は
、

ず
れ
が
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

平
川
が
法
密
部
と
大
乗
仏
教
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
と
き
、
そ
の
法
密
部
と
は

『
異
部
宗
輪
論
』
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
部
派
の
教
理
を
収
集
す
る
一

次
資
料
を
『
異
部
宗
輪
論
』
に
定
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
平
川
の
指
摘
は
正
確
で
あ
る
。

特
に
仏
塔
と
の
関
係
に
お
い
て
大
乗
仏
教
の
成
立
を
論
ず
る
平
川
に
と
っ
て
、
部
派

仏
教
の
中
で―

『
異
部
宗
輪
論
』
と
『
四
分
律
』
に
お
い
て―

仏
塔
供
養
の
功
徳
を

説
く
法
密
部
は
、
大
乗
仏
教
と
特
別
な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
大
毘
婆
沙
論
』
を
一
次
資
料
と
す
る
と
そ
の
よ
う
な
関
係
は

全
く
浮
か
び
上
が
っ
て
は
こ
な
い
。
法
密
部
と
大
乗
仏
教
の
関
係
を
考
え
る
に
は
、

諸
部
派
の
思
想
を
何
に
基
づ
い
て
再
構
成
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
見
解
が
生

じ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

六
、
部
派
と
は
何
か

　

そ
も
そ
も
部
派
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
部
派
仏
教
の
歴
史

や
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず
イ
ン
ド
仏
教
の
歴
史
書
を
参
考
に

す
べ
き
で
あ
り
、
漢
訳
文
献
で
あ
る
『
異
部
宗
輪
論
』
や
パ
ー
リ
語
文
献
の
『
島

史
』
や
『
大
史
』
に
基
づ
い
て
部
派
分
派
の
歴
史
を
研
究
す
る
。
さ
ら
に
経
録
な
ど

の
中
国
仏
教
の
資
料
を
参
考
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
派
が
ど
の
よ
う
な
経
典
を
有

し
て
い
た
か
を
研
究
す
る
。
現
存
す
る
漢
訳
律
蔵
や
阿
含
は
、
ど
の
部
派
の
所
属
か

が
概
ね
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
研
究
に
基
づ
い
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
諸
資
料
か
ら
部
派
を
想
像
す
る
と
き
の
前
提
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
様
々
な
資
料
か
ら
部
派
の
教
理
や
実
態
を
推
測
す
る
場

合
に
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
枠
組
み
を
す
で
に
有
し
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
『
四
分
律
』
は
法
密
部
の
律
蔵
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
法
密
部
だ
け
の
律

蔵
で
あ
る
と
決
め
て
か
か
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
『
四
分
律
』
は
法

密
部
の
律
蔵
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
の
部
派
も
そ
れ
を
用
い
て
い
た
か
も

し
れ
な
い
。『
四
分
律
』
に
基
づ
い
て
出
家
し
た
者
は
、
全
員
が
法
蔵
部
に
所
属
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
後
に
有
部
や
大
衆
部
に
転
派
す
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
ろ
う
か
。

　

私
は
部
派
仏
教
の
研
究
を
進
め
る
に
当
た
り
、
批
判
さ
れ
な
い
前
提
が
あ
る
と
考
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法
密
部
に
つ
い
て
の
一
視
点

え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
各
部
派
が
そ
れ
ぞ
れ
の
三
蔵
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と

や
、
部
派
が
日
本
仏
教
に
お
け
る
宗
派
に
引
き
寄
せ
ら
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
を
批
判
し
て
部
派
仏
教
の
研
究
に
お
い
て
画
期
的
な
成

果
を
挙
げ
た
の
は
加
藤
純
章
『
経
量
部
の
研
究
』
で
あ
る
。
加
藤
は
そ
れ
ま
で
一
部

派
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
経
量
部
と
『
倶
舎
論
』
に
説
か
れ
る
経
部
の
相
違
を
明

ら
か
に
し
、
後
者
が
一
つ
の
学
派
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

私
は
、
こ
の
視
点
を
様
々
な
部
派
研
究
に
適
用
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
部
派

間
の
相
違
と
と
も
に
、
地
理
的
要
因
に
よ
る
相
違
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
同
一
の
部

派
で
あ
っ
て
も
異
な
る
地
域
に
展
開
す
れ
ば
、
そ
れ
が
要
因
と
な
っ
て
異
な
る
教
理

を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
特
に
説

一
切
有
部
に
お
け
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
有
部
と
カ
シ
ミ
ー
ル
有
部
の
教
理
の
相
違
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
た
と
え
同
一
の
部
派
で
あ
っ
て
も
地
理
の
相
違
が
教
理
の
相

違
を
生
み
出
す
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

部
派
仏
教
の
教
理
を
再
構
成
す
る
場
合
に
は
、
自
身
が
そ
れ
を
理
解
す
る
枠
組
み

を
自
覚
し
、
そ
れ
を
批
判
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
で
き
う
る
限
り
柔
軟
な
態
度
で

資
料
を
検
討
し
、
そ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
実
態
を
考
察
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を

徹
底
さ
せ
な
け
れ
ば
、
資
料
の
相
違
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
成
果
が
大
幅
に
異
な

る
可
能
性
が
あ
る
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
法
密
部
に
つ
い
て
い
え
ば
、『
大
毘
婆
沙
論
』
を
も
と
に
描
き

出
さ
れ
る
姿
は
、
有
部
と
共
有
可
能
な
土
台
を
有
し
、
そ
の
上
で
異
な
る
解
釈
を
し

て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
法
密
部
に
も
、
有
部
の
よ
う
な
詳
細
な
ア

ビ
ダ
ル
マ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
有
部
と
は
異
な
る
解
釈
を
そ
こ
に
お
い
て
展
開

し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
わ
ず
か
三
説
の
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、『
異
部
宗
輪
論
』
に
提
示
さ
れ
る
五
説
に
基
づ
い
て
再
構
成
さ
れ
る
大

乗
仏
教
と
親
近
性
が
あ
り
、
部
派
仏
教
に
お
い
て
特
異
な
部
派
と
し
て
理
解
さ
れ
る

法
密
部
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
相
違
す
る
法
密
部
の
イ
メ
ー
ジ
を
統
合
す
る
と
、
こ
の
部
派
は
有
部

と
共
有
の
土
台
を
有
し
つ
つ
、
大
乗
仏
教
と
の
親
近
性
を
有
す
る
部
派
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
部
派
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
あ
る
意
味
で
す
べ

て
の
部
派
に
共
通
す
る
。
特
に
大
乗
仏
教
と
部
派
仏
教
の
関
係
を
考
え
る
に
は
、
こ

の
イ
メ
ー
ジ
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
佐
々
木
閑
「
大
乗
仏
教
起
源
論
の
展
望
」

（『
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
１　

大
乗
仏
教
と
は
何
か
』）
の
次
の
指
摘
に
要
約
さ
れ
よ

う
。

思
想
の
多
様
化
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
大
乗
が
発
生
し
た
と
す

る
な
ら
、
大
乗
は
多
元
的
に
発
生
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
大

乗
の
起
源
を
単
一
の
グ
ル
ー
プ
や
単
一
の
部
派
に
求
め
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ

る
。（
同
書
八
五
頁
）

　

大
乗
仏
教
と
部
派
仏
教
の
関
係
を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
指
摘
は
大
変
重
要
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
主
張
は
、
換
言
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
部
派
に
も
大
乗
仏
教
と
の
親

近
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
え
に
平
川
の
法
密
部
に
つ
い
て
の
イ
メ

ー
ジ
は
修
正
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
部
派
仏
教
に
は
、
諸
部
派
に
共
有

さ
れ
る
議
論
の
土
台
が
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
大
乗
仏
教
と
共
有
可
能
な
土
台
も
あ

る
。
し
か
し
、
繰
り
返
す
が
、
部
派
仏
教
を
語
る
そ
の
枠
組
み
の
前
提
に
つ
い
て
無

批
判
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。
よ
り
正
確
な
部
派
仏
教
研
究
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
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捉
え
る
枠
組
み
の
批
判
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
部
派
の
イ

メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
大
乗
仏
教
の
起
源
に
つ
い
て
の
研
究
も
進
展
す
る
で
あ
ろ

う
。

七
、
小
結

　

本
稿
で
は
平
川
説
を
考
慮
し
つ
つ
、
両
毘
婆
沙
論
に
説
か
れ
る
法
密
部
説
を
検
討

し
て
き
た
。
両
毘
婆
沙
論
か
ら
共
通
し
て
収
集
さ
れ
る
法
密
部
説
は
わ
ず
か
三
説
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
『
異
部
宗
輪
論
』
所
説
の
法
密
部
（
法
蔵
部
）
説
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
っ
た
。
両
毘
婆
沙
論
に
説
か
れ
る
三
説
と
『
増
一
阿
含
』
と
の
関
係
は
考

察
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
あ
る
漢
訳
阿
含
を
特
定
の
部
派
と
す
る
見
解
自
体

が
批
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

平
川
説
に
批
判
検
討
さ
れ
る
べ
き
点
が
あ
る
こ
と
は
多
く
の
研
究
者
が
認
め
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、『
増
一
阿
含
』
の
所
属
部
派
を
確
定
す
る
点
も
同
様
で
あ
る
。
思
想

的
に
『
増
一
阿
含
』
と
法
密
部
の
関
係
を
論
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
の
学
説
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。
今
後
、
両
毘
婆
沙
論
か
ら
収
集
さ
れ
た
三
つ
の
学
説
が
『
増

一
阿
含
』
の
み
と
関
係
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
三
つ
の
説
が
諸
阿
含

の
う
ち
『
増
一
阿
含
』
と
の
み
関
連
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
阿
含
が
法
密
部
と
深

い
つ
な
が
り
が
あ
る
と
明
ら
か
に
な
る
と
い
え
る
が
、『
増
一
阿
含
』
が
法
密
部
と

の
み
関
係
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
他
部
派
特
有
の
思
想
が
こ
の
阿
含
に
全
く
関

係
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

今
後
、
部
派
仏
教
の
研
究
が
よ
り
進
展
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
『
異
部
宗
輪

論
』
に
よ
る
部
派
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
に
、『
大
毘
婆
沙
論
』
な
ど
か
ら
浮
か
び
上
が

る
部
派
仏
教
の
イ
メ
ー
ジ
を
加
味
す
る
ひ
つ
よ
う
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
部
派
仏
教

に
関
す
る
新
た
な
知
見
が
生
ま
れ
、
大
乗
仏
教
の
起
源
に
関
す
る
研
究
も
進
展
す
る

で
あ
ろ
う
。



　
　
　
　

神奈川 大宝寺 佐々木　洋之
神奈川 春光院 石川　琢道
富山 西願寺 長谷川　善政
長野 鏡善坊 若麻績　修英
長野 延命庵 袖山　榮輝
長野 正満寺 和田　典善
長野 安養寺 服部　淳一
長野 宗安寺 山極　伸之
長野 瑠璃光寺 關　恒明
三河 普仙寺 加藤　良光
三河 弘誓院 秋田　文雄
三河 無能寺 近藤　辰巳
尾張 建中寺 村上　真瑞
尾張 梅香院 吉水　英喜
尾張 興龍院 服部　照道
尾張 長福寺 服部　正穏
岐阜 本誓寺 淺野　義光
石川 天德寺 水元　明法
滋賀 弘誓寺 加藤　善也
滋賀 雲住寺 井野　周隆
滋賀 福領寺 滝川　浩順
京都 大光寺 南　宏信
京都 顕岑院 白嵜　顕成
京都 上徳寺 塩竈　義明
京都 隆彦院 梅辻　昭音
京都 常念寺 澤田　謙照
京都 浄音寺 法澤　賢祐
京都 善照寺 池見　澄隆

京都 西念寺 渡邊　良昭
京都 淨土院 神居　文彰
京都 善法寺 成田　勝美
京都 大恩寺 奥田　歓信
奈良 極楽寺 吉原　寛樹
奈良 奥院 川中　光教
奈良 白雲庵極樂寺 清水　澄
和歌山 阿弥陀寺 榎本　正明
和歌山 常行寺 谷上　昌賢
和歌山 龍泉寺 田中　芳道
大阪 見性寺 伊藤　真宏
大阪 光明寺 椙原　順慈
大阪 圓通寺 安達　俊英
大阪 菩提寺 川内　教彰
大阪 慶恩院 中山　正則
大阪 法樂寺 清水　秀浩
大阪 阿弥陀寺 丹農　秀彦
兵庫 常楽寺 浦上　博隆
兵庫 願生寺 髙橋　徹真
兵庫 薬師寺 曽和　義宏
岡山 誕生寺 安田　勇哲
山口 称光寺 大成　善雄
福岡 教安寺 橋本　定雅
福岡 調圓寺 柴田　宗山
佐賀 安養寺 善　裕昭
大分 龍音寺 髙橋　昌彦

（以上、敬称略）



　
　
　
　

佛　

教　

文　

化　

研　

究

宮城 愚鈍院 小林　良信
茨城 西光寺 春本　秀雄
埼玉 十連寺 宇髙　良哲
埼玉 蓮馨寺 粂原　恒久
埼玉 天然寺 新井　俊定
埼玉 實相寺 落合　崇志
東京 香蓮寺 勝崎　裕彦
東京 本誓寺 福田　行慈
千葉 湊済寺 大南　龍昇
千葉 大巖寺 長谷川　匡俊
千葉 法界寺 小林　尚英
神奈川 西福寺 宮澤　正順
山梨 瑞泉寺 粂原　勇慈
静岡 願成寺 魚尾　孝久
福井 眞福寺 中野　正明
京都 長香寺 中井　眞孝
京都 海德寺 平　祐史
京都 福泉寺 成田　俊治
大阪 孝恩寺 田中　典彦
兵庫 甘露寺 三枝樹　隆善
【講師】
福島 善導寺 中村　隆敏
東京 常照院 野村　恒道
東京 観智院 土屋　光道
東京 長松寺 西村　實則
東京 来迎寺 林　純教
東京 淨土寺 阿川　正貫
東京 浄心寺 佐藤　雅彦
東京 龍泉寺 武田　道生
神奈川 慶岸寺 林田　康順
山梨 円通寺 曽根　宣雄
新潟 西照寺 小嶋　知善
長野 西方寺 金子　英一
岐阜 圓心寺 松濤　基道
京都 見性寺 野田　秀雄
京都 帰白院 藤堂　俊英
京都 喜運寺 佐藤　健
京都 清凉寺 鵜飼　光昌
京都 晴明寺 真田　康道
大阪 母恩寺 近藤　徹稱
大阪 薬師寺 森山　淸徹
兵庫 光堂寺 小野田　俊藏
福岡 弘善寺 柴田　泰山

【嗣講】
青森 来迎寺 遠藤　聡明
青森 大照寺 大屋　正順
山形 浄土院 日野　崇雄
山形 稱念寺 井澤　隆明
宮城 雲上寺 東海林　良昌
栃木 光徳寺 今井　英順
茨城 蔵福寺 𠮷水　成正
茨城 宝輪寺 田中　勝道
埼玉 西福寺 稲岡　了順
埼玉 圓心寺 小川　慈祐
東京 妙定院 小林　正道
東京 栄立院 福西　賢兆
東京 光福寺 生野　善應
東京 大信寺 中村　孝之
東京 法藏寺 飯田　元紀
東京 清岸寺 原口　弘之
東京 慈眼院 遠田　憲弘
東京 慈眼院 遠田　弘賢
東京 願行寺 恩田　英彰
東京 天然寺 後藤　尚孝
東京 正光寺 髙橋　寿光
東京 龍光院 熊井　康雄
東京 大雲寺 西城　宗隆
東京 誠心寺 荒木　良道
東京 清光寺 岡本　圭示
東京 行安寺 鈴木　紹弘
東京 迎接院 藤木　随尊
東京 光照院 吉水　岳彦
東京 公春院 中野　孝昭
東京 祐天寺 巖谷　勝正
東京 浄桂院 伊藤　弘道
東京 行善寺 渡辺　俊雄
東京 光照寺 市川　隆士
東京 稱往院 松永　知海
東京 月影寺 藤井　正史
千葉 善照寺 今岡　達雄
千葉 松翁院 吉田　淳雄
千葉 医王寺 八木　宣諦
千葉 常行院 郡嶋　昭示
神奈川 大光院 宮林　雄彦
神奈川 梅雲寺 鷲見　宗信
神奈川 高徳院 佐藤　孝雄



　
　
　
　

【勧学】
東京 興昭院 榊　泰純
東京 願行寺 佐藤　成順
東京 光圓寺 佐藤　良純
東京 潮泉寺 丸山　博正
東京 月影寺 藤井　正雄
東京 極楽寺 小澤　憲珠

神奈川 善教寺 金子　寛哉
神奈川 大長寺 石上　善應
新潟 長善寺 廣川　堯敏
京都 上善寺 福原　隆善
山口 西蓮寺 藤本　淨彦
【已講】
北海道第一 称名寺 須藤　隆仙

役員名簿
【総裁】　　　浄土門主　伊藤唯眞猊下

【院長】　　　浄土宗宗務総長　豊岡鐐尓

【顧問】　　　榊　泰純　佐藤成順　佐藤良純　丸山博正　藤井正雄　金子寛哉

　 　　　　　石上善應　廣川堯敏　福原隆善

【理事長】　　田中典彦

【副理事長】　小澤憲珠

【理事】　　　小此木輝之　落合崇志　西村實則　勝崎裕彦　長谷川匡俊

　 　　　　　林田康順　山極伸之　田中祥雄　中野正明　藤堂俊英　中井眞孝

　 　　　　　森山淸徹　藤本淨彦

【監事】　　　松永知海　小嶋知善

会員名簿
　現在の教学院のルーツは、1944 年（昭和 19 年）4月 1日（達示第 8号）に遡ります。正式

発足を迎えたこの日午後 1時から宗務所で最初の役員会が行われ、里見達雄教学院院長、椎尾

辨匡顧問、真野正順研究所長、江藤澂英常任理事、大村桂巌、石橋誡道、前田聴瑞、長谷川良

信、藤本了泰、恵谷隆戒の各理事、浄土宗関係役職者等が出席し、会員の選考、事業内容、予

算、研究課題等が協議され、教学院の第一歩が踏み出されました。このとき、嗣講 69 名が会

員に推薦されています。

　その後、教学院は本宗の学問研究の中枢として、機関誌『佛教文化研究』の発刊、研究会・

公開講座の開催、総合学術大会の運営、学問業績に関する各種審査などを行って参りました。

時代の推移とともに門戸を広げ、教学院の趣旨に賛同する浄土宗教師も会員として迎えるよう

になりましたが（「教学院規程（宗規第 31 号）」第 3条第 2号）、特に嗣講以上の学階を有する

方々（同条第 1号）によって、教学院の活動が物心両面にわたり支えられてきた点は変わりあ

りません。

　嗣講以上の学階を有する方の本院への貢献に感謝申し上げ、ここに名簿を掲載させていただ

きます。今後ともご支援のほど、よろしくお願いいたします。

　※前号掲載の名簿に掲載漏れがありましたことお詫び申し上げます。

　※会員資格が停止されている方は含まれません。



（
設
置
）

第
１
条　

浄
土
宗
教
学
院
に
『
佛
教
文
化
研
究
』
編
集
査
読
委
員
会
（
以
下
、
編
集

委
員
会
と
す
る
）
を
設
置
す
る
。

（
目
的
）

第
２
条　

編
集
委
員
会
は
会
員
の
論
文
原
稿
を
編
集
査
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
佛
教
文
化
研
究
』
の
学
術
的
価
値
の
向
上
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
構
成
）

第
３
条　

編
集
委
員
会
は
、
委
員
長
と
委
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

　

二　
　

委
員
は
理
事
の
中
よ
り
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

　

三　
　

委
員
長
は
委
員
の
互
選
と
し
、
理
事
長
が
任
命
す
る
。

（
任
務
）

第
４
条　

各
委
員
は
委
員
長
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
論
文
原
稿
を
査
読
し
、
採
否

等
を
判
定
し
て
委
員
長
に
報
告
す
る
。

　

二　
　

各
委
員
は
そ
の
責
任
に
お
い
て
、
適
切
と
判
断
す
れ
ば
、
委
員
以
外
の
者

に
査
読
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
委
員
は
依
頼
し
た
旨

お
よ
び
査
読
結
果
（
採
否
等
の
判
定
）
を
委
員
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

　

三　
　

委
員
長
は
各
委
員
か
ら
の
報
告
を
受
け
て
、『
佛
教
文
化
研
究
』
掲
載
論

文
全
体
に
つ
い
て
最
終
的
な
編
集
を
お
こ
な
う
。
重
大
な
問
題
が
あ
る
場

合
に
は
、
関
係
す
る
各
委
員
と
協
議
し
、
あ
る
い
は
委
員
会
を
開
催
し
て

協
議
の
う
え
決
定
す
る
。

　

四　
　

採
否
等
の
最
終
決
定
は
委
員
長
が
な
す
も
の
と
す
る
。

（
任
期
）

第
５
条　

委
員
の
任
期
は
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
再
任
は
妨
げ
な
い
。

（
改
廃
）

第
６
条　

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
議
を
経
て
決
定
す
る
。

附
則　
　

こ
の
規
程
は
２
０
１
２
年
（
平
成
24
年
）
１
月
23
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

編
集
査
読
規
程
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編
集
後
記

　

本
号
は
統
一
テ
ー
マ
の
特
集
と
い
う
形
式
を
と
ら
ず
、
大
南
龍
昇
、
藤
本
淨
彦
両
先
生
に
は
任
意
の
論
題
で
ご
執
筆
を
お
願

い
し
ま
し
た
。
ご
多
忙
に
も
か
か
わ
ら
ず
ご
寄
稿
い
た
だ
い
た
こ
と
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
郡
嶋
昭
示
先
生
の
論
文
は
教
学
院
研
究
助
成
報
告
、
石
田
一
裕
先
生
の
論
文
は
浄
土
宗
研
究
生
の
研
究
報
告
論
文
を
、

浄
土
宗
の
依
頼
に
よ
り
掲
載
し
た
も
の
で
す
。
更
に
、
投
稿
応
募
の
な
か
よ
り
査
読
を
経
て
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
、
清
水
俊
史

先
生
の
論
文
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
と
も
伝
統
あ
る
『
佛
教
文
化
研
究
』
を
、
浄
土
宗
門
に
お
け
る
宗
学
を
基
調
と
し
た
学
術
研
究
を
先
導
す
る
専
門
誌
と

し
て
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
教
学
院
の
会
員
諸
氏
の
ご
寄
稿
と
ご
支
援
を
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

 

（
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・
Ｈ
）

○
編
集
委
員　

小
此
木
輝
之　

林
田
康
順　

藤
堂
俊
英　

森
山
淸
徹
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 ［1995］ 『仏教教理の研究』, 東京堂出版 .
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教論叢』55, pp. 29‒37（L）.

 ［2013b］ “The Creation of Karma among Arhats：An Examination of Doctrine in 

Sarvāstivāda and Theravāda,” Indogaku bukkyōgaku kenkyū 印度学仏教学研究

［Journal of Indian and Buddhist Studies］, Vol. 61, No. 3, pp. 1158‒1162.

 ［2014c］ 「説一切有部における阿羅漢の行為論」, 『佛教大学総合研究所紀要』21, pp. 

165‒181.

谷川泰教

 ［1988］ 「原始ジャイナ教」, 『岩波講座東洋思想 5 インド思想 1』, pp. 150‒174.

 ［1991］ 「Isibhāsiyāim
4

第 9 章の研究（II）　―Isibhāsiyāim
4

研究 II―」, 『密教文化』

174, pp. 142‒119.

中村元

 ［1‒32］ 『中村元選集［決定版］』全 32 巻 , 春秋社 .

 ［旧 1‒20］ 『中村元選集』全 20 巻 , 春秋社 .

 ［1956］ 「原始仏教聖典成立史研究の基準について」, 『日本仏教学会年報』21, pp. 

31‒78.

 ［1958］ 『ブッダのことば』, 岩波書店 .（改訳：中村元［1984］）

 ［1984］ 『ブッダのことば』, 岩波書店 .（初訳：中村元［1958］）

長崎法潤

 ［1974］ 「マハーヴィーラの業説」, 『仏教学セミナー』20, pp. 404‒429.

 ［1979］ 「ジャイナの業思想」, 『業思想研究』, 平楽寺書店 , pp. 499‒534.

 ［1982］ 「ジャイナ教の解脱論」, 『仏教思想 8 解脱』, 平楽寺書店 , pp. 405‒432.

浪花宣明

 ［1994］ 「パーリ上座部の業論（1）　―業果の必然性―」, 『佛教研究』23, pp. 3‒20.

 ［2008］ 『パーリ・アビダンマ思想の研究』, 平楽寺書店 .

並川孝儀

 ［2005］ 『ゴータマ・ブッダ考』, 大蔵出版 .

平岡聡

 ［1992］ 「『ディヴィヤ・アヴァダーナ』に見られる業の消滅」, 『佛教研究』21, pp. 

113‒132.

 ［2002］ 『説話の考古学』, 大蔵出版 .

藤本晃

 ［2000a］ 「Petavatthu 註における善業と悪業」, 『日本仏教学会年報』65, pp. 147‒164.

宮坂宥勝

 ［2002］ 『ブッダの教え スッタニパータ』. 大蔵出版 .

村上真完・及川真介

 ［1985‒1989］ 『仏のことば註　―パラマッタ・ジョーテイカー―』全 4 巻 , 春秋社 .
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PTS Pali Text Society.

SN. Sam
4

yutta-Nikāya, PTS.

Sn. Suttanipāta, PTS.

SNA. Sam
4

yuttanikāya-Att
44

hakathā（Sāratthappakāsinī）, PTS.

SnA. Suttanipāta-Att
44

hakathā（Paramatthajotikā II）, PTS.

SNT
4

. Sam
4

yuttanikāya-T
4

īkā（Līnatthappakāsinī）, VRI.

Therag. Theragāthā, PTS.

TheragA. Theragāthā-Att
44

hakathā（Paramatthadīpanī V）, PTS.

Therīg. Therīgāthā, PTS.

Ud. Udāna, PTS.

UdA. Udāna-Att
44

hakathā（Paramatthadīpanī I）, PTS.

Utt. Jarl Charpentier（ed.）, Uttarādhyayanasūtra, Uppsala, 1922.

Vis. Visuddhimagga, PTS.

VisT
4

. Visddhimagga-T
4

īkā（Paramatthamañjūsā）, VRI.

VRI Vipassana Research Institute.
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来世に悪趣に導く能力を失い、不還となり五下分結を断じて残存している業が欲界の生存を

生みだせなくなり、阿羅漢となり一切煩悩を断じて残存する業が来世の生存を生みだせなく

なることであると考えられる。

　また、初期経典中の韻文・散文両資料を通じて、業滅のみを説き、煩悩と業滅との関係に

関心を払っていない資料が多く見られることから、業滅に対し〈煩悩滅→業滅〉という関係

が初めから成立していたわけではなく、散文資料が成立した後に形成されたことが予想され

る 52。さらに、初期経典中に現れる業滅の資料は、業滅を起こした人物について聖者か異生

かについて注意を払っておらず、いくつかの資料は異生でも業滅が起こると読めむことが可

能である。これらの資料に対して註釈は、業滅の起こる主体を聖者に限定する再解釈を施し

ている。この理由は、上座部の修道論上、煩悩の断が起こるのは見道より上の聖者に限られ

るので、業滅も聖者にしか起こらないと考えられていたからであると予想される。ただし以

上の結論は、上座部修道論において重要となる業滅についてであり、1）来世の結生とは無

縁の順現法受業などについては、阿羅漢と雖も最後生のあいだに異熟を受ける可能性がある

こと、2）煩悩の断を前提としない世俗的な業滅も認められていること、の二点は十分に留

意されておかなくてはならない。

Abbreviations
AN. An4guttara-Nikāya, PTS.

ANA. An4guttaranikāya-Att
44

hakathā（Manorathapūran
4

ī）, PTS.

Dhp. Dhammapada, PTS.

DhpA. Dhammapada-Att
44

hakathā, PTS.

DN. Dīgha-Nikāya, PTS.

DNA. Dīghanikāya-Att
44

hakathā（Suman
4

galavilāsinī）, PTS.

DNT
4

. Dīghanikāya-T
4

īkā（Līnatthappakāsinī）, PTS.

Isibh. Walther Schubring（ed.）, Isibhāsiyāim
4

, Hambrug, 1969.

Itiv. Itivuttaka, PTS.

ItivA. Itivuttaka-Att
44

hakathā（Paramatthadīpanī II）, PTS.

KhpA. Khuddakapāt
4

ha-Att
44

hakathā（Paramatthajotikā I）, PTS.

MahN. Mahāniddesa, PTS.

MN. Majjhima-Nikāya, PTS.

MNA. Majjhimanikāya-Att
44

hakathā（Papañcasūdanī）, PTS.

MNT
4

. Majjhimanikāya-T
4

īkā（Līnatthappakāsinī）, VRI.

MVA. Émile Senart（ed.）, Mahāvastu-Avadāna, 3 vols., Paris, 1882-1897.

52）このことはAN. iii, 33とAN. iii, 107‒108を比べた時、〈煩悩→業→苦〉の関係を示す部分はよく一
致するが、業滅と煩悩との関係を示す部分が余り一致しないことからも支持されると思われる。
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　（2）散文資料において〈煩悩滅→業滅〉の関係を示す資料（AN. iii, 33; SN. 46, 26）が現

われる。このような関係は、〈煩悩→業→苦（異熟）〉の関係を元に、散文資料に至り

〈煩悩滅→業滅〉の関係が導き出されたものと考えられる。

　（3）初期経典中には業滅のみを説く種々の経典が存在するが、それらに対し註釈家たちは

〈煩悩滅→業滅〉の関係に矛盾が起らぬように再解釈を施している。

　第 2 節では、煩悩を助縁とする資料を考察した。これより次の点が指摘される。

　（1）“煩悩がなければ業は異熟を生み出せない” として、煩悩を業が異熟するための助縁

であるとする記述が初期経典散文資料中に見られる。

　（2）後世の註釈者は、上記の初期経典の記述を援用することで〈煩悩滅→業滅〉の関係を

教理的に説明している。

　（3）従って、上座部修道論における業滅とは、助縁としての煩悩を断つことによって、業

が異熟する能力を失うことであると考えられている。

　第 3 節では、誰に業滅が起こるのかについて考察した。これより次の点が指摘される。

　（1）初期経典中には異生にも業滅が起こると読める可能性を含んだ文献が見られる。

　（2）それらに対して註釈文献は、業滅が異生ではなく聖者に起こることを強調する。

　第 4 節では、結（sam
4

yojana）に対する上座部註釈文献の解釈を検討し、次の結論を得た。

　

　（1）上座部註釈文献では結（sam
4

yojana）の定義のうちに、業が果を生み出すための助縁

であることを明確に言及している。

　（2）預流となり三結を断てば業は悪趣へ導く能力を失い、不還となり五下分結を断てば業

は欲界へ導く能力を失う。

　これらより、次の結論を指摘しうる。

　韻文資料において〈煩悩→業→苦〉の関係が現われているが、煩悩滅と業滅の関係は不明

瞭である。これはジャイナ教古層聖典と一致する。散文資料になると、惑業苦の関係を発展

させて〈煩悩滅→業滅〉の関係を示す資料が現われる。〈業滅→煩悩滅〉の関係を示す資料

はないので、業よりも煩悩を輪廻の根本原因と理解していたことが伺える。

　後世の註釈者はこの関係に従い、〈煩悩輪転→業輪転→異熟輪転〉といった教理を援用し

つつ、〈煩悩滅→業滅〉の関係に当てはめて業滅に関する文献に註釈を加えている。この業

滅とは、助縁としての煩悩を断つことによって、業が異熟する能力を失うことである。した

がって上座部の修道論における業滅とは、預流の聖者となり三結を断じて残存している業が
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と〔何を結ぶのか〕」と〔いう問いに対して〕「蘊・趣…」云々と答えたのである。［236］

なぜなら、貪などが正断されていない者には、蘊などが未来の蘊などと結ばれるが、し

かし貪などが正断された者には、為された業も〔来世の〕有を招くことが出来ないので、

それ（結びつけること）はないのである。

　

　欲界へ導く原因となる五下分結のうち、特に三結が悪趣へ導く助縁として働くとされる。

従って、三結を断った預流果の者に悪業が残っていても、それは悪趣へ導く能力を失ってし

まっている。不還果も次のように説明され、五下分結すべてを断てば、その者に残存する業

は欲界へ導く能力を失ってしまうとされる 51。

MNA. 6（Vol. I pp. 163.33‒164.5）：第十一〔の項目〕において、「五」とは、数の限定

である。「下分」とあるが、「下」と言われる〔語は〕「下方」〔という意味で、つまり下

分とは〕「下に属する」という意味であり、「欲界繫の世間に生まれる縁」という意趣で

ある。「結」とは、束縛のことである。それらは、欲貪と瞋恚の結［164］とともに、先

に述べた〔有身見・疑・戒禁取の〕結であると理解されるべきである。これら（五下分

結）が断たれていない者は、たとえ有頂に生まれても、実にそこで寿命が尽きれば欲界

〔繫の世間〕に再生する。まさにその人は、釣り針に捉えられた魚のようなものであり、

また長い糸で足を縛られた鳥のようなものであると理解されるべきである。

　以上、煩悩という観点から、業滅の構造を概観した。上座部では煩悩の呼び名の一つであ

る結（sam
4

yojana）について、業が果をもたらすための助縁であり、煩悩を断つことによっ

て業は果を招くことができなくなり、預流となり三結を断ずれば業は悪趣を生み出す能力を

失い、不還となり五下分結を断ずれば業は欲界の生存を生みだせなくなると理解されている。

このように上座部修道論における業滅は、阿羅漢となる以前からも、煩悩を断ずるに従い段

階的に起こると考えられる。

5.　結論
　以上、上座部修道論における業と煩悩の関係を、業滅という視点から検討した。本稿の結

論を記す。第 1 節では、業の滅する順序や条件について考察した。これより次の点が指摘さ

れる。

　（1）韻文資料において〈煩悩→業→苦（異熟）〉という惑業苦の関係を示す資料が見られる。

一方で、煩悩と業滅との関係を明瞭に示している韻文資料はない。これはジャイナ教

古層資料と一致する。

51）同趣旨はDNA. 16（Vol. II p. 543.12‒19）にも説かれる。
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　すなわち、結（sam
4

yojana）という煩悩を断てば、業は果を生めなくなり、現世の諸蘊は

来世に繫がらなくなるという。このように上座部は、現世と来世、業と果を結びつける助縁

としての役割を、結（sam
4

yojana）という煩悩の定義に与えている。

4.2.　三結と五下分結

　前項 4.1. では、業と果を結びつける助縁としての役割を結（sam
4

yojana）に課しているこ

とを指摘した。続いて三結と五下分結とを検討し、預流が悪趣に堕ちない点や、不還が二度

と欲界に還らない点がどのように解釈されているかを検討する。まず、MN. 6 には次のよう

に述べられている。

MN. 6（Vol. I p. 34.1‒10）：（9）比丘らよ、もし比丘が、“三結の滅尽により、預流者

となり、不堕法者、決定者、等覚に至る者になりたい” と望むならば、諸の戒を満たし、

…中略…諸の空家の増益者になりなさい。（10）比丘らよ、もし比丘が、“三結の滅尽に

より、〔そして〕貪瞋痴が薄いことにより、一来者となり、一度だけこの世間に戻って

きて苦の終わりをなしたい” と望むならば、諸の戒を満たし、…中略…諸の空家の増益

者になりなさい。（11）比丘らよ、もし比丘が、“五下分結の滅尽により、化生者となり、

そこで般涅槃し、その世間から戻ることのない者になりたい” と望むならば、諸の戒を

満たし、…中略…諸の空家の増益者になりなさい。

　

　この MN. 6 は修行階梯を 18 段階に分けて説いており、（9）預流果と（11）不還果の部分

に三結と五下分結が現れる 48。註釈と復註は、預流果を次のように説明する。

MNA. 6（Vol. I p. 162.14‒33）：第九〔の項目〕において、「三結」とは、有身見・疑・

戒禁取と呼ばれる三種の束縛である。〔なぜなら、〕それらは、〔現世の〕蘊・趣・有な

どと〔来世の〕蘊・趣・有などを結びつける、あるいは業と果を〔結びつける〕。それ

ゆえに、「結」と言われたのであり、「束縛」という意味である。…中略…。「不堕法者」

とは、「堕とす」というのが、「堕」（vinipāta）であり、「その者には堕とす法がない」49

というのが不堕法者なのであり、「得た者たちには悪趣に堕ちる自性がない」という意

味である。【問】なぜか。【答】悪趣へ行くべき法が 50、彼らには断たれているからである。

　

MNT
4

. 6（VRI：Vol. I pp. 235.27‒236.2）：「結びつける」とは「束縛する」である。「何

48）阿羅漢果の部分で五上分結は説かれていない。

49）nāssa vinipāto dhammo. 所有複合語でavinipātadhammoを読むことを指示している。

50）PTS（vinipātagamanīyā）に従えば「堕処に行くべき法」となるが、VRI（apāyagamaniyā）に従っ

て「悪趣へ行くべき法」と読む。こちらほうが意味が明瞭である。
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4.　預流と不還
　前節 3. までに、業滅を説く資料を検討し、初期経典における種々雑多な業滅の記述が、

註釈家たちの手によって一つの方向に集約されていく様がみられた。すなわち、修行階梯に

おいて重要となる業滅とは、助縁となる煩悩を断つことによって業が来世の生存を導く能力

を失うことであり、〈煩悩滅→業滅〉の関係をとる。したがって一切の煩悩を断ち阿羅漢と

なれば、たとえ阿羅漢に業が残存していても、それらは来世の生存をもたらす能力を失い既

有業に転換される 43。

　このような業滅は阿羅漢果を得る前にも起ると考えられる。なぜなら四果を得た者は、輪

廻する先やその回数が制限されるからである。ここで重要となるのは、預流果と不還果との

二つである。預流果を得た者は、悪趣に堕ちることがないとされ 44、不還果を得た者は、色界・

無色界に化生してそこで般涅槃するとされる 45。すなわち、これらの階位で断ぜられる三結

や五下分結といった煩悩が業滅と深くかかわると予想される。本節 4. では結（sam
4

yojana）

の断がどのように業滅に関わるのかについて考察する。

4.1.　結（sam
4

yojana）の定義

　結（sam
4

yojana）とは、煩悩の呼称の一つであり、三結、五下分結、五上分結などに分類

される。三結（有身見・疑・戒禁取）は、有情を悪趣に結びつける煩悩であり、預流道によっ

て断ぜられる。五下分結（有身見・疑・戒禁取・欲貪・瞋恚）は、有情を欲界に繫ぎとめる

煩悩であり、不還道によって断ぜられる 46。五上分結（色貪・無色貪・慢・掉挙・無明）は、

有情を色界・無色界に繫ぎとめる煩悩であり、阿羅漢道によって断ぜられる 47。これら初期

経典では、結（sam
4

yojana）と業果との関係は明示されていないが、Vis. は両者の関係性を

次のように明確に定義する。

　 

Vis.（pp. 682.30‒683.3）：そのうち結（sam
4

yojana）とは、〔現世の〕諸蘊と〔来世の〕

諸蘊を、果と業を、苦と有情を結びつけるゆえに、色貪などの十法が〔結であると〕言

われる。実にこれらがある限り、これらの静まることはない。このうち、色貪・無色貪・

慢・掉挙・無明というこれら五つは、上に生まれる蘊などを結びつけるものなので、五

上分結と呼ばれる。有身見・［683］疑・戒禁取・欲貪・瞋恚というこれら五つは、下に

生まれる蘊などを結びつけるものなので、五下分結と呼ばれる。

43）既有業と阿羅漢果については清水俊史［2011b］を参照。

44）Vis.（p. 676.1‒4）

45）Vis.（p. 677.24‒26）

46）この五下分結（有身見・疑・戒禁取・欲貪・瞋恚）のうちには預流道で断たれる三結（有身見・疑・

戒禁取）も重複して含まれている。

47）初期経典における五下・五上分結については、森章司［1995：p. 269.10‒270.2］を参照。
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詞であるから、動詞「（梵行を）実践する」（carati）に先立つ行為であるとも考えられる 40。

また問題となっている主題は「比丘」（bhikkhu）であり、聖者だけに限定しているわけでは

ないため、必ずしも両偈の背後に〈煩悩滅→業滅〉の関係が見て取れるわけではない。

　しかし、後代の上座部教理に基づけばpuññaは三界の善業 41、pāpaは悪業と定義されるため、

本偈における puñña も pāpa も「業」として理解しなければならない。そうなると、善悪業

を退けたものこそが比丘であるという理解になってしまう。当然、比丘（bhikkhu）という

語の示す範囲は聖者のみならず異生も含むので、異生に業滅が起こる可能性を含んでしまう

ことになる。しかし、異生に業滅を認めてしまうと、上座部の修道論上重要となる〈煩悩滅

→業滅〉の関係から外れてしまう。そこで註釈者は、ここでいう比丘とは実は聖者のことで

あると註釈を施す。まず、SNA. は次のように註釈している。

SNA. 7, 2, 10（Vol. I p. 266.7‒9）：「退けて」とは、「最高の道によって捨て去って」で

ある。「思慮して」とは「智によって」である。「その者こそが比丘と言われる」とは、「彼

は、煩悩が絶たれているゆえに（bhinnakilesattā）、比丘（bhikkhu）と呼ばれる」である。

　この註釈の理解に従えば、この偈における比丘は異生ではなく、阿羅漢道（＝最高の道）

の聖者であるとしている。また、比丘（bhikkhu）の語に対しても、「煩悩が絶たれている」

（bhinnakilesattā）と語義釈を与えて、ただの異生の比丘ではなく、煩悩を断った聖者である

と示している。この語義釈は DhpA. においても説かれ、やはり偈中の比丘は、煩悩を断っ

た聖者であると理解している。

DhpA. 267（Vol. III p. 393.4‒10）：「この世で」とは、「この教えのもとで福徳（puñña）

と悪徳（pāpa）の両方を、道の梵行によって退け、排除して、梵行を保つ」である。「思

慮して」とは、「智によって」である。「世間において」とは、蘊などの界に関して「こ

れらは内蘊である、これらは外〔蘊〕である」とこのように、あらゆる法を知り実践す

る者が、その智によって諸々の煩悩が破壊されたゆえに「比丘」と言われるのである、

という意味である。

　以上、業滅の主体について検討した。初期経典中では業滅の主体について言及や制限をし

ていないが、註釈文献は聖者に限定しようとする傾向が見られる 42。

40）おそらく偈の本意は、「世俗的な営みをやめて出家して修行に励む者こそが比丘である」という

ようなもので、後代問題となるような業滅が当初から問題視されていたとは考えにくい。

41）MahN.（Vol. I p. 90.15‒17）：「福徳」と呼ばれるものは三界繫の善行であり、「非福徳」と呼ば

れるものは一切の不善である。

42）この傾向はUdA. 3, 1（p. 165.3‒11）; ANA. iii, 74（Vol. II p. 333.9‒28）; DhpA. 38-39（Vol. I p. 

309.15‒17）においても見られる。
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る結生識が業滅によって尽きたので、〔結生識の〕種子が尽きたのである。

　この註釈によれば、註釈元の「古業の尽」は「渇愛などを断じることによって古業が結生

をもたらすことができなくなること」と理解されている 38。一方、新業については、阿羅漢

の唯作（kiriyā）の教理に則って、渇愛が断たれていれば業がさらに積まれることはないと

説明している 39。従って、これから為す業、および既に為した業いずれの滅も、〈煩悩滅→業滅〉

の関係に基づいて説明され、さらにその関係は煩悩が助縁であるとする比喩によって結ばれ

ていることが確認される。

　このように初期経典中の散文資料に説かれる「煩悩を助縁として業が来世の生存を生みだ

す」という記述が、註釈資料において〈煩悩滅→業滅〉の関係を説明するために援用されて

いる。

3.　業滅の起こる主体
　続いて本節 3. では、誰に業滅が起こるのかという視点から考察する。初期経典中におけ

る業滅の資料は多岐にわたっており一貫した方向性を見出しがたい。業滅の起こる主体につ

いても、ブッダに起こり解脱と等価値におく資料もあれば、異生にも起こると解釈しうる資

料もある。このように業滅の主体について初期経典はさほど注意を払っていない。しかし前

節 2. において指摘したように上座部註釈家たちは、初期経典中の業滅に関する記述を〈煩

悩滅→業滅〉の関係に基づいて理解している。上座部の教理によれば、煩悩の滅尽は聖者の

みに起こるので、これに連動して業滅が起こる主体についても聖者に限定されていくことが

予想される。そこで本節 3. では、特に異生にも業滅が起こりえると読める SN. 7, 2, 10（Vol. 

I p. 182.18‒21）; Dhp. 267 を取り上げ、註釈者がどのように聖者に限定していくかについて

扱う。この両資料は、共にほぼ同じ因縁話を含んでおり、「乞食さえしていれば比丘なのか」

と問われたブッダが真の比丘とはどのような者であるか答えている。次のように説かれてい

る。

SN. 7, 2, 10（Vol. I p. 182.20‒21）：この世で福徳（puñña）と悪徳（pāpa）を退けて、

思慮して、世間において梵行を実践するその者こそが、比丘であると言われる。

Dhp. 267：この世で福徳（puñña）と悪徳（pāpa）を退けて、梵行を保ち、思慮して、

世間において実践するその者こそが、比丘であると言われる。

　この二つの偈における「この世で善と悪とを退けて」の「退けて」（bāhitvā）は、絶対分

38）このような理解はSnA. 537（Vol. II p. 434.13‒17）においても見られる。

39）阿羅漢は唯作という無記心によって世俗的行為を起こす。清水俊史［2013b］［2014c］を参照。
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2.2.　註釈文献における事例

　前項 2.1. において、業の異熟に対して煩悩が助縁としての役割を果たす記述が初期経典中

に見られる点を指摘した。上座部註釈文献を検討すると、この関係に基づいて初期経典を再

解釈している事例が見られる。問題となるのは Sn. 235 である 34。

Sn. 235：古〔業〕は尽き、新〔業〕は生じない。未来の生存に対して心が離貪し、種

子が尽き、生長することを欲しないそれら堅固なる人々は、あたかもこの灯火のように

滅びる。これもまた僧団における優れた宝である。この真理（sacca）によって幸あれ。

　

　註釈では、偈中の「古」「新」が業を意味していると理解されている 35。仮にこの解釈を

Sn. 235 にまで遡り適用し、さらに「離貪した心を抱き」（virattacittā）を煩悩滅として考え

るならば、本偈では煩悩滅と業滅との両者が説かれている。しかし Sn. 235 の段階では両者

は繫げられていない。SnA. はこの偈に対して、先に検討した「業は田であり、識は種子で

あり」なる比喩を引用して、〈煩悩滅→業滅〉の関係に基づいて再解釈している。

SnA. 235（Vol. I p. 278）36：【問】何が言われているのか。【答：古業について】有情にとっ

て、およそ古い過去の業は、生じてから滅していても、渇愛の湿潤が断たれていないの

で結生をもたらすことができるゆえに、まさに尽きていないのである。ある人達にとっ

て、その古業は、阿羅漢道によって渇愛の湿潤が枯渇したので、火によって焼かれた種

子のように、未来に異熟を与えることができないゆえに、まさに尽きたのである。【新

業について】また、そのもの達（阿羅漢）にとっては、仏供養などによって現在行って

いる新業は、すでに渇愛が断たれているので、根を切られた花のように未来に果を与え

ることができないゆえに、その者たちに〔さらに業が〕生じることはない。

また、まさに渇愛を断つことによって、未来の生存に対して心が離貪したそのもの達が、

漏尽の比丘であり、［195］「業は田であり、識は種子であり」37 と、ここに述べられてい

34）対応する偈がMVA.（Vol. I p. 293.12‒17）と『婆須蜜論』巻10（T28. 801c10‒11）に確認されて

いる。

35）偈中には「古」「新」という両単語が置かれているだけであり、「業」を形容していると明示され

るには註釈文献を待たねばならない。しかし、諸和訳（中村元［1958：p. 46.6‒8］［1984：p. 

53.12‒14］; 荒 牧・ 榎 本・ 藤 田・ 本 庄［1986：p. 149.12‒15］; 村 上・ 及 川［1985‒1989 ii：p. 

289.6‒11］; 宮坂宥勝［2002：p. 81.7‒10］）は、この部分を「業」であると解釈している。一般に

仏教の韻文資料にはジャイナ教との共通思想が色強く残っているとされ、そのジャイナ教が古

業・新業の教理を説くことからも、Sn. 235に古業・新業の教えが説かれていても全く不思議では

ないし、文脈からもそのように読むのが自然であると考えられる。

36）この部分の註釈はKhpA.に含まれるとして、PTSテキストでは省略されている。ここではKhpA.

（pp. 194.23‒195.3）の部分を訳出する。

37）＝AN. iii, 76（Vol. I p. 223.30）; AN. iii, 77（Vol. I p. 224.16）
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　ところで、何故に〈煩悩滅→業滅〉という関係が成立するのであろうか。煩悩が滅された

ゆえに今後は強力な悪業を新たに犯さなくなるという関係は理解しやすいが、煩悩を滅せば

既に過去につまれた業までもが滅されるという関係はそのままでは理解しがたい。

　この問題に対し仏教では、業が異熟するには煩悩という助縁がなければならない、という

理論を導入する。つまり、煩悩という助縁がなければ、業は異熟する機会を得ることが出来

ないと理解している。この理解の萌芽は初期経典中に既に現れている。先に検討した AN. 

iii, 33 では、〈貪瞋痴滅→業滅〉の関係が説かれた直後に次の比喩が述べられている。

　

AN. iii, 33（Vol. I pp. 135.32‒136.5）：比丘らよ、あたかも、欠けておらず・腐ってお

らず・風と日に損なわれず［136］・熟し・良く安置された種子を、人が火によって焼き、

焼いてから灰にし、灰にしてから大風に晒したり急流の河に流すように、比丘らよ、こ

のようにこの種子は、根本が断たれれば、ターラ樹の本を断つように、未来に生じない

ようなものです。

　この比喩を〈貪瞋痴滅→業滅〉の関係にあてはめると、業が異熟するか否かが煩悩の有無

によって左右され、煩悩に助縁としての役割を課していることが解る。

　同じく AN. iii, 76‒77 においてもほぼ同趣旨の比喩が説かれる。これら両経では、業が田に、

識が種子に、渇愛が湿潤に譬えられている 33。

　

AN. iii, 76（Vol. I p. 223.17‒26）：「尊師よ、有、有と言われますが、尊師よ、一体ど

れだけによって有があるのでしょうか」「アーナンダよ、欲界の異熟ある業がないならば、

はたして欲有は施設されるでしょうか」「いいえ、そうではありません。尊師よ」「アー

ナンダよ、そのように、業は田であり、識は種子であり、渇愛は湿潤です。無明という

蓋と、渇愛という結とをいだく有情たちの識は、劣界に安住します。このように、未来

に再有の生起があります」

　

　続いて色界・無色界についても同様の記述が繰り返される。すなわち、ここでは来世の識

を生む原因として、業と煩悩の二つを挙げていることになる。また、煩悩を抱く有情の識は

劣界に安住するという一文は、煩悩を断てば識は安住せず、輪廻が断たれることを示唆して

いる。

　このように煩悩に、業の異熟するための助縁としての役割を課す資料が初期経典中に現れ

ていることが確認される。

33）AN. iii, 76と対応する漢訳として『七処三観経』第42経（T02. 881c04‒21）がある。また、本経と

類似した譬えをもつ経典として、SN. 22, 54および対応する漢訳『雑阿含』巻 2, 第39経がある。

ここでは種子に識食、地界に四識住、水界に喜貪があてられている。



11

に至る道を説きましょう。汝らはそれを聞きなさい、よく作意しなさい。では説きましょ

う。…中略…。また比丘らよ、業の滅とは何でしょうか。比丘らよ、身業・語業・意業

の滅により［133］解脱に触れます。比丘らよ、これが業の滅であると言われます。ま

た比丘らよ、業の滅に至る道とは何でしょうか。これは八聖道です。即ち、正見・正思・

正語・正業・正命・正精進・正念・正定のことです。比丘らよ、これが業の滅に至る道

であると言われます。

　ここでは業を滅することで解脱を得ると述べられており、煩悩については無言である。と

ころが復註では〈煩悩滅尽→業滅尽〉の関係に基づいて SN. 35, 145 が再解釈される。

SNA. 35, 145（Vol. II p. 402.22‒23）：「滅により解脱に触れます」とは、「この三種の

業の 31 滅によって解脱に触れる」ということである。

SNT
4

. 35, 145（VRI：Vol. II p. 33.21‒22）：「業の滅によって」とは、「煩悩の不起滅尽

を達成したゆえに業が滅尽したので」である。「解脱に触れる」とは、「阿羅漢果の解脱

を体得する」ということである。

1.5.　小結

　以上、業滅の条件や順序に関する資料を検討した。次の点が指摘される。

　（1）韻文資料中から惑業苦の〈煩悩→業→異熟〉という関係が見られるが、煩悩と業滅の

関係は示されていない。このような韻文資料の傾向はジャイナ教古層資料と一致して

いる。

　（2）散文資料では〈煩悩→業→異熟〉の関係を展開させて〈煩悩滅→業滅〉の関係を説く

資料が現れる。

　（3）業滅に関する初期経典の註釈を検討すると、〈煩悩滅→業滅〉の関係に矛盾が起らぬ

よう再解釈が施されている事例が確認される 32。

2.　煩悩を助縁とする資料
2.1.　初期経典における事例

　前節 1. では初期経典中における業滅の順序を検討した。韻文資料中では業滅と煩悩との

関係は明示されないが、散文資料中に至ると〈煩悩滅→業滅〉という関係が現れ始め、この

関係に基づいて後代の註釈家たちが初期経典を再解釈している点を指摘した。

31）PTSではkammassaが落ちているが、別本と復註に従って補って読む。

32）この他の業滅に関する資料のうち、煩悩滅に関わる註釈を施している資料にはSnA. 520（Vol. II p. 

428.3‒9）; SnA.547（Vol. II p. 436.7‒9）; ANA. iv, 28（Vol. III p. 60.19‒20）などがある。
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具え〕、名色を終焉させ、達するところに達した、その者を遊行者と呼ぶ。

　 上 訳 の よ う に、 偈 中 の「 偽 り・ 慢 心・ 貪 り・ 怒 り を も 」（māyam
4

 mānam atho pi 

lobhakodham
4

）を業と同じく「完全に捨てて」（parivajjayitā or parivajjayitvā）にかけて理解す

れば、両者は並列的に置かれているだけで、煩悩滅と業滅とが繫げられていないことになる。

また、名色と同列に見て「終焉させ」（pariyantam akāsi）にかけて理解すれば、〈業滅→煩悩

滅〉という関係で読むことも可能であり、これは後世の註釈文献による順序と逆転している。

なお註釈（SnA.）は、前者の解釈をとり、さらに〈煩悩滅→業滅〉の関係で結びつける 28。

SnA. 537（Vol. II p. 434.13‒17）：さて、次が意趣の解説である。聖道によって渇愛・

無明の湿潤を枯渇させている者は、三時に属し苦を生み出す業を 29、結生を生み出せな

い状態にすることによって、完全に捨てて、またそのように完全に捨て去られているか

らこそ、その業を知り行うのであるから、完全な知識と行いを具えているのである。

　このように、韻文資料のうちでは煩悩滅と業滅との関係が明瞭ではないが、註釈では〈煩

悩滅→業滅〉の関係に基づいて理解されている。

（c）SN. 35, 145

　SN. 35, 145 では、ジャイナ教において重視された古業・新業が 30、仏説として説かれている。

SN. 35, 145（Vol. IV pp. 132.10‒133.9）：比丘らよ、私は新業・古業、業の滅、業の滅

指摘している。

28）この前者の解釈をとるのは、荻原雲來［1935a］; 宮坂宥勝［2002］; 村上・及川［1985‒1989 iii］; 

荒牧・榎本・藤田・本庄［1986］（Sn.第三章は榎本文雄訳）、そしてI. B. HornerとW. Rahulaの両

者（Cf. Norman, K. R.［1984：p. 93.10‒16］）である。

　　一方で後者の解釈をとるのは中村元［1958］［1984］; Norman, K. R.［1984］,［1992］（＝［2001］）

である。PTSの「完全に捨て去り」は-tāとありparivajjayitarの主格という解釈も可能であるが、

SnA.のPTS校訂者は-tvāの絶対分詞に改める。ビルマ版Sn.とSnA.、および並行偈のあるMVA.

（Vol. III p. 400.11‒16）も、絶対分詞とする。Norman, K. R.［1992：note 537］（＝［2001：note 

537］）も、この語が絶対分詞であると予想している（なおNorman, K. R.［3：p. 93.10‒22］も参照）。

この場合、「完全に捨てて」が動詞「終焉させ」より先立つ動作であるとも考えられ、後者の解

釈を取る場合、〈業滅→煩悩滅〉という順序を支持する。

29）別本（tam
4

 sabbam pi）に従えば「…苦を生みだす業すべてを」となる。

30）ジャイナ教では、新業の流入を防護（sam
4

vara）して、古業を苦行によって滅ぼす（nirjarā）こ

とによって解脱を得るとされる（長崎法潤［1974］［1979］［1982］を参照）。このジャイナ教説は、

MN. 14（Vol. I pp. 92.26‒93.11）; MN. 101（Vol. II p.214.6‒23）などの仏典においても正確に伝

えられている。
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釈家たちは、この〈煩悩滅→業滅→…〉の関係に一貫して基づいて、初期経典に説かれる業

滅を註釈している。本項 1. 4. は、そのような註釈文献の解釈を検討する。

（a）Therag. 80

　まず Therag. 80 を検討する。すべての業が滅して次の生存がないことが説かれている。

Therag. 80：私によって造られた業は、多かろうとも少なかろうとも、すべて完全に

滅びた。今や、次の生存は存在しない。

　このように偈では輪廻が断たれた原因を業滅に求めているが、偈の註釈は、煩悩の滅こそ

が輪廻を断つ原因であると次のように再解釈されている。

TheragA. 80（Vol. I p. 185.6‒10）：「すべて完全に滅びた」とは、業の滅尽をなす道が

証得されたので、実にまたこのすべての業が完全なる滅尽に至ったのである。なぜなら

煩悩輪転の断によってこそ、業輪転が断たれるのである。異熟輪転が生起しないからで

ある。

　ここでは、業滅を説明するために三輪転説が援用されている。三輪転とは有情の輪廻する

有様を述べたものであり、これを説明して Vis.（p. 581.9‒14）は、十二支縁起中の行・有を

業輪転に、無明・渇愛・取を煩悩輪転に、識・名色・六処・触・受を異熟輪転に配当して、

煩悩輪転が根本的原因となって有情は繰り返し輪廻すると説いている。上記の TheragA. 80

においても、煩悩輪転の断によって業輪転が断たれるとして〈煩悩輪転断→業輪転断〉の関

係を示していることから、輪廻の根本的な原因を業ではなく煩悩に求めていることがわか

る 25。これは、輪廻の原因を業に求めている Therag. 80 の態度とは異なる。

（b）Sn. 537

　次に SnA. 537 を検討する。Sn. 537 では、煩悩滅と業滅とが同じ偈中に述べられている 26。

　

Sn. 537：上にも下にも横にも中にも、苦の報いある業を完全に捨てて、完全な知識と

行いを具え、また偽り・慢心・貪り・怒りをも 27〔完全に捨てて、完全な知識と行いを

25）同趣旨はItivA. 40（Vol. I p. 154.24‒25）; UdA. 7, 2（pp. 363.25‒364.16）; UdA. 7, 3（p. 366.3‒8）; 

UdA. 8, 2（p. 394.2‒9）; UdA. 8, 4（p. 398.27‒31）にも説かれる。

26）MVA.（Vol. III p. 400.11‒16）と『仏本行集経』巻39（T03. 834.c27‒28）に並行する偈が確認さ

れている。

27）中村元［14：p. 165.12‒16］（＝［旧12：p. 212.3‒6］）［10：p. 227.1‒228.3, pp. 753.9‒755.1］は、こ

の偽り・慢心・貪り・怒りの四煩悩が、ジャイナ教説と一致し、後世の部派仏教説と異なる点を
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→悪趣断〉の関係のみが説かれ必ずしも業滅について言及していない。AN. iii, 33 における

韻文部・散文部の構造を図示すれば次のようになる。

韻文部 散文部
前半部 貪瞋痴→業→異熟 貪瞋痴→業→異熟
後半部 貪瞋痴の了知→悪趣断 貪瞋痴滅→業滅

　韻文資料は概して散文資料よりも古いとされるので 22、この説に則るならば、韻文部の〈貪

瞋痴の了知→悪趣断〉の関係に基づき、散文部における〈貪瞋痴滅→業滅〉の解釈が導かれ

た可能性が考えられる 23。

1 .3 . 2 .　まとめ

　類似した構造を持つ AN. iii, 33; AN. iii, 107‒108; AN. vi, 39 の三資料を比較した。これら資

料において、惑業苦の〈煩悩→業→苦〉の関係は、AN. iii, 33 の韻文部からみられ、各経の

散文部でもほぼ同一内容である。一方で、〈煩悩滅→業滅〉の関係は、AN. iii, 33 の散文部に

おいてのみ明確に説かれ、諸資料の間で内容の相違がある。また、AN. iii, 33 においても、

散文部では〈煩悩→業→苦〉〈煩悩滅→業滅〉の両関係が対となって説かれるが、韻文部で

は〈煩悩→業→苦〉のみが説かれ、〈煩悩滅→業滅〉の関係は明確には説かれていない。よっ

て、韻文資料から既にみられる〈煩悩→業→苦〉という惑業苦の関係に基づいて、散文資料

に至って〈煩悩滅→業滅〉という関係が導き出されたと考えられる 24。

1.4.　註釈文献における事例

　これまでに、〈煩悩→業→苦〉という惑業苦の関係をもとに〈煩悩滅→業滅〉の関係が散

文資料に至り導かれた点を指摘した。続いて註釈文献を検討し、煩悩と業滅の関係を探る。

榎本文雄［1989：p. 11 註 4, 註 9］は、Ud. 3, 1 の韻文部では業滅だけが説かれているが、そ

の散文部では偈本来の文脈を離れて、煩悩に関わる説明が加えられていると指摘している。

実はこれと同種の傾向が、初期経典と上座部註釈文献の間においても見られる。上座部の註

22）中村元［14：pp. 573‒732］（＝［旧14：pp. 259‒398］）を参照。なお初出は中村元［1956］である。

23）さらにこの〈貪瞋痴の了知→悪趣断〉の関係から、AN. vi, 39の〈無貪瞋痴→業→善趣〉や、AN. 

iii, 108の〈無貪瞋痴→業滅作用のある善業→楽〉の関係を導くのも比較的想像しやすいように思

われる。

24）AN. iii, 33; AN. iii, 107‒108において説かれる業滅は、その対象が過去の業ではなく、浪花宣明

［1994：pp. 7.20‒8.33, p. 13.19‒26］（＝［2008：pp. 264.14‒265.25, p. 271.4‒11］）が指摘するような

「現在これからなす行為が業ではなくなる」と読むことも可能であると考えられる。しかしながら、

AN. iii, 33の末尾に附された偈AN. iii, 33（Vol. I p. 136.14‒18）では、悪趣を断つことが問題となっ

ている以上、これら経典における業滅が「過去につくった業を滅して、それが異熟しないように

する」と理解することは妥当であると考えられる。Bodhi［2012：p. 1640 note 373］も、AN. iii, 

33での業滅は、阿羅漢が過去に積み上げてきた業について言及していると理解している。
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　無貪瞋痴の三善根によって作られた善業は、業滅作用があり、楽の異熟があるとされ、こ

こでは〈無貪瞋痴→業滅作用のある善業→楽〉の関係が説かれている。最後に AN. vi, 39 に

は次のように説かれる。

AN. vi, 39（Vol. III p. 339.17‒23）：比丘らよ、無貪から生じた業によって、無瞋から

生じた業によって、無痴から生じた業によって地獄は了知されず、傍生は了知されず、

餓鬼境あるいは他の何らかの悪趣も了知されません。その一方で比丘らよ、無貪から生

じた業によって、無瞋から生じた業によって、無痴から生じた業によって諸天が了知さ

れ、諸人が了知され、あるいは他の何らかの善趣も〔了知されます〕。

　〈無貪瞋痴→業→善趣〉の関係が説かれ、業滅については何も述べられていない。善趣の

異熟について言及している点は、AN. iii, 108 が楽の異熟について言及している点と類似して

いる。これら三経の後半部における業滅／異熟の有無をまとめると次のようになる。

AN. iii, 33 AN. iii, 108 AN. vi, 39
業滅に言及 ○ ○ ―
異熟に言及 ― ○ ○

　従って、各経それぞれに内容が異なる。また、これら各経の前半部と後半部の内容を表に

示すと次のようになり、前半部の惑業苦の関係は三経ともほぼ同一内容を伝えているが、後

半部については三経とも内容の異なる点が確認される。

AN. iii, 33 AN. iii, 107-108 AN. vi, 39
前半部 貪瞋痴→業→異熟 貪瞋痴→業滅作用のない不善業→苦 貪瞋痴→業→悪趣
後半部 貪瞋痴滅→業滅 無貪瞋痴→業滅作用のある善業→楽 無貪瞋痴→業→善趣

1.3 . 1 .　AN. iii, 33 韻文部の検討

　続いて、AN. iii, 33 の末尾に付されている偈を考察する。次のようにある。

AN. iii, 33（Vol. I p. 136.14‒18）：愚かな者によって為された貪・瞋・痴から生じた業は、

多かれ少なかれ、ここでのみ感受される。ほかの基（vatthu）は存在しない 20。それゆえ、

貪・瞋・痴を了知した 21 比丘は、明を起こし、あらゆる悪趣を断つだろう。

　偈の前半部で〈貪瞋痴→業→異熟〉の関係が説かれているが、後半部では〈貪瞋痴の了知

20）「ここでのみ感受される。ほかの基（vatthu）は存在しない」は、ANA. iii, 33（Vol. II pp. 

223.29‒224.5）によれば、「自業自得であり、自業他得はないこと」と説明される。

21）PTSに従えば「了知しない」となる。ここではcāpi viddasuに改めて読む。
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熟ある業であり、業を集める作用のある業であり、業を滅する作用のない業 17 です。（…

瞋…痴…。）

AN. vi, 39（Vol. III pp. 338.28‒339.6）：比丘らよ、貪から生じた［339］業によって、

瞋から生じた業によって、痴から生じた業によって諸天は了知されず、諸人あるいは他

の何らかの善趣も了知されません。その一方で比丘らよ、貪から生じた業によって、瞋

から生じた業によって、痴から生じた業によって地獄が了知され、傍生が了知され、餓

鬼境が了知され、あるいは他の何らかの悪趣も〔了知されます〕。

　AN. iii, 33 は〈貪瞋痴→業→異熟〉の関係を、AN. iii, 107‒108 は〈貪瞋痴→業滅作用のな

い不善業→苦〉の関係を 、AN. vi, 39 は〈貪瞋痴→業→悪趣〉の関係を説いている。したがっ

て、いずれの経も惑業苦の関係を説いており、内容的には同一趣旨である。

　続いて後半部を検討する。後半部も、共通した定型句（前半部の貪・瞋・痴を、無貪・無

瞋・無痴に置き換えたもの）が置かれ 18、それに続いて無貪瞋痴（三善根）と業の関係が解

説されている。まず AN. iii, 33 には、次のようにある。

AN. iii, 33（Vol. I p. 135.20‒23）：比丘らよ、およそ無貪によって作られ、無貪より生じ、

無貪を原因とし、無貪を集因とするその業は、貪が消え去っていれば 19、同様にその業

も断たれます。根本が断たれれば、ターラ樹の本を断つように、存在しないものにされ、

未来に生じない性質のものとなります。（…無瞋…無痴…。）

　貪瞋痴が消え去っていれば、無貪瞋痴の三善根によって作られた業も断たれると説かれ、

〈貪瞋痴滅→業滅〉の構造が見られる。続いて AN. iii, 108 には次のようにある。

　

AN. iii, 108（Vol. I p. 263.28‒32）：比丘らよ、およそ無貪によって作られ、無貪より

生じ、無貪を原因とし、無貪を集因とするその業は、善の業であり、罪過なき業であり、

楽の異熟ある業であり、業を滅する作用のある業であり、業を集める作用のない業です。

（…無瞋…無痴…。）

17）　ANA. iii, 107（Vol. II p. 367.29‒30）：「業を滅する〔作用の〕ない業」とは、「輪転に趣く業

の滅のために作用しない業」のことである。

18）AN. iii, 33（Vol. I p. 135.16‒19）; AN. iii, 108（Vol. I p. 263.23‒27）; AN. vi, 39（Vol. III p. 

339.9‒13）

19）　ANA. iii, 33（Vol. II p. 223.11）：「貪が消え去っていれば」とは、「貪が捨て去られ、滅され

ていれば」のことである。
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これらの資料において説かれる “煩悩が滅すれば業も滅する” という〈煩悩滅→業滅〉の関

係に基づいて、修道論における煩悩と業滅の関係を体系的に理解している。

　そこでまず本項 1. 3. では、共通の定型句 15 を互いに含み、類似した内容を持っている AN. 

iii, 33; AN. iii, 107‒10816; AN. vi, 39 の三資料を検討し、〈煩悩滅→業滅〉の関係の教理展開を

探る。これらの資料では、前半部において貪瞋痴（三不善根）がどのように業や異熟と結び

付くかを説き、後半部では無貪瞋痴（三善根）がどのように業・異熟に関わるかを述べてい

る。それぞれの経の前半部では惑業苦の関係が次のように説かれる。

AN. iii, 33（Vol. I p. 134.19‒23）：比丘らよ、およそ貪によって作られ、貪より生じ、

貪を原因とし、貪を集因とするその業は、その自体が生じるところにその業が異熟し、

その業が異熟する順現法あるいは順次生あるいは順後次において、その業の異熟を感受

します。（…瞋…痴…。）

AN. iii, 107（Vol. I p. 263.11‒15）：比丘らよ、およそ貪によって作られ、貪より生じ、

貪を原因とし、貪を集因とするその業は、不善の業であり、罪過ある業であり、苦の異

大なる、無量の、害意なき念覚支を修習すれば、渇愛は断ぜられます。渇愛が断ぜられること

により、業が断ぜられます。業が断ぜられることにより、苦が断ぜられます。

　　苦の起こる原因について、業よりも煩悩がより本源的な原因であるとしている。註釈も渇愛が根

本となって業が生起すると主張して、〈渇愛滅→業滅→苦滅〉の関係を強調している。

　　　SNA. 46, 26（Vol. III p. 149.22‒27）：「渇愛が断ぜられることにより、業が断ぜられます」とは、

「およそ業は渇愛を根本として生起し、渇愛が断ぜられることによって、それ（業）は断ぜら

れる」である。「業が断ぜられることにより、苦が〔断ぜられます〕」とは、「同様に、およそ

輪転の苦は業を根本として生起し、業が断ぜられることによって、それ（輪転の苦）は断ぜら

れる」である。渇愛の滅尽などは、実に渇愛などの滅尽のことである。また、意に従えば、こ

れらによって、涅槃が言われているのだと知られるべきである。

　　　SNT
4

. 46, 26（VRI：Vol. II p. 134.11‒13）：「渇愛を根本として」とは、「渇愛を縁として」で

ある。なぜなら、渇愛と倶起する〔業〕も、倶起しない〔業〕も、渇愛に依止して完成するので、

それらすべては渇愛を根本としているのである。「断ぜられる」とは、不起捨断ゆえに〔かく

言うのである〕。「実に渇愛などの滅尽のことである」とは、「それらの行（san4khārā）の滅尽

ではない」である。「これらによって」とは、「渇愛の滅尽などの句によって」である。

15）　AN. iii, 33（Vol. I p. 134.15‒18）; AN. iii, 107（Vol. I p. 263.7‒10）; AN. vi, 39（Vol. III p. 

338.20‒124）：比丘らよ、業を集めるための三つの原因があります。三つとは何でしょうか。貪

は業を集めるための原因です。（瞋…痴…。）

16）AN. iii, 107とAN. iii, 108の両経を、ビルマ版や註釈では合わせて一つの経として扱っている。
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Dhp. 1：諸法は、意を先とし、意を主とし、意よりなるものである。もし汚れた意によっ

て語ったり、為したりするならば、それゆえに、苦がその者に従いゆく。あたかも〔車

を〕ひく〔牛〕の足跡に車輪が〔従いゆくように〕。

Dhp. 164：悪しき見解 9 に依りて、法に生きる聖者・阿羅漢たちの教えを非難する愚か

者は、カッタカ草の果実のように、自らの破滅のために果報を得る。

　

　このような〈煩悩→業→苦〉の関係は、ジャイナ教古層資料にも見られることから 10、当

時の思想家たちの間に一般的に知られていた思想を、仏教も共有していたものと考えられ

る 11。しかし、この一方で、業滅と煩悩がどのような関係にあるのかについて韻文資料は明

示していない 12。本稿では、韻文資料における業滅関連資料として 23 の事例 13 を検討してい

るが、Sn. 235; Sn. 537; Dhp. 412; Itiv. 112（p. 123.1‒4）などでは業滅と煩悩滅の両方が偈のな

かで説かれるものの、その二つがどのような関係にあるのか不明確である。この点で、仏教

における韻文資料の傾向は、ジャイナ教古層資料の傾向と一致している。このような傾向が、

散文資料でどのように展開してゆくかが注目される。

1.3.　散文資料における事例の検討

　続いて、韻文資料よりも遅れて成立したとされる散文資料を検討する。散文資料において

は煩悩と業滅とが関係して説かれるようになり、SN. 48, 26 では〈渇愛滅→業滅→苦滅〉の

関係が 14、AN. iii, 33 では〈貪瞋痴滅→業滅〉の関係が示されている。後代の註釈者たちは、

9）　Itiv. 32（p. 26.19‒24）; Itiv. 33（p. 27.5‒10）では、ditt
44

hiが人中に繫縛された法（dhamma）であり、

輪廻の原因として説かれている。

10）長崎法潤［1982：pp. 415.2‒416.8］

11）ただし並川孝儀［2005：pp. 110.18‒115.27］は、最古層資料における業報思想は、それ以降の資

料におけるものと根本的に異なっている点を指摘している。

12）業滅と苦との関係は、「業が異熟して苦受をあたえることによって、その業が滅する」という関

係が考えられるが、業滅と煩悩との間にある関係は想像しにくい。

13）韻文資料中に現れる業滅関連資料として、Sn. 235; Sn. 520; Sn. 526; Sn. 537; Sn. 547; Sn. 636; Sn. 

715; Sn. 731‒732; Sn. 900; Sn. 992; Dhp. 39; Dhp. 173; Dhp. 267; Dhp. 412; Therag. 80; Therag. 81; 

Therag. 872; Therīg. 431; Therīg. 447; Itiv. 112（p. 123.1‒4）; Ud. 3, 1（p. 21.12‒15）; SN. 5, 8（Vol. 

I p. 134.4‒5）; SN. 7, 2, 10（Vol. I p. 182.18‒21）を今回の研究で扱っている。

14）　SN. 46, 26（Vol. V p. 86.12‒22）：このように言われたとき、長老ウダーイは世尊に次のことを

言った。「尊師よ、どのように七覚支は修習されるのでしょうか。どのように多く修せば、渇

愛を尽くすのに作用するのでしょうか」と。「ウダーイよ、ここに比丘が、遠離〔に基づき〕

離貪〔に基づき〕滅尽に基づき捨棄に転化する広く、大なる、無量の、害意なき念覚支を修習

するとします。彼が、遠離〔に基づき〕離貪〔に基づき〕滅尽に基づき捨棄に転化する広く、
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続く偈（Utt. 32, 8）では〈無苦←無痴←無渇愛←無貪←無所得〉の関係に基づき、煩悩を滅

することによって苦の滅があり、さらにその煩悩滅のためには無所得が必要であるとされる。

ここで注意すべきは、苦が生じる過程を述べる Utt. 32, 7 において煩悩と業の関係は明示さ

れているが、苦を滅する過程を述べる Utt. 32, 8 では煩悩と業の関係が明示されていない点

である。続いて『イシバーシヤーイム』第九章 7 に現れる事例を検討する。

Isibh. 9, 1‒5：（1）総ての有身のもの（savva-dehin）の輪廻に於いて涅槃せざるは業を

根とす。諸々の苦は業を根とし、生はまた業を根とす。（2）輪廻の相続の根本は以前に

なされたる善（punn
4 4

a）（と）悪（pāva）なり。善と悪を滅するために、正しく（人は）

出家すべし。（3）諸々の有身者には善と悪の執持と、享受とが存す。相続と享受の対象

となるべき善（福）と悪は自ら造作されたるものなり。（4）護（sam
4

vara）と遮（nijjarā）

とは善と悪を滅するものなり。護と遮とを完全に（savvaho）行ずべし。（5）邪信（micchatta）

と不静寂（aniyatti）と放逸（pamāa）とはまた種々にして、煩悩（kasāya）とまた結と

は業の執持の原因なり。（松濤誠廉訳）

　このうち Isibh. 9, 1 では業が輪廻や苦の原因であるとして〈業→苦〉の関係が、さらに続

く Isibh. 9, 5 では煩悩が業の原因であるとして〈煩悩→業〉の関係が説かれている。従って、

この二つを合わせると〈煩悩→業→苦〉という惑業苦の関係が成り立つ。他方、Isibh. 9, 4

では、業を滅する手段として sam
4

vara と nijjarā というジャイナ教の教義が現れるが 8、煩悩の

滅については何も述べられていない。

　このようにジャイナ教古層資料においても、惑業苦の関係が見られる。しかし、煩悩を滅

する手段を説く偈（Utt. 32, 8）や、業を滅する手段を説く偈（Isibh. 9, 4）などが見られるも

のの、それらのなかで業滅と煩悩滅との両者の関係は明確ではない。

1.2.　韻文資料における事例

　続いて仏教資料のうち、散文資料よりも古く成立したとされる韻文資料を検討する。前項

1. 1. においてジャイナ教古層資料を検討したが、そこには惑業苦の関係が説かれていながら

も、業を滅する際に煩悩がどのように関わっているかについては必ずしも明らかではなかっ

た。この傾向は、仏教の韻文資料においても同様に見られる。Dhp. 1 や Dhp. 164 には次の

ように惑業苦（煩悩→業→苦）の関係が説かれている。

7）　Isibh.の第九章は、Mahākāsavaの語録であり、仏教の大迦葉（Mahākasapa）と同一人物である

可能性が指摘されている。しかし谷川泰教［1988］［1991］は、ジャイナ教そのものの特徴を示

していると指摘している。

8）　sam
4

varaとは業の流入を抑制することであり（中村元［10：pp. 554.4‒559.16］を参照）、nijjarāと

は人が過去に積みあげた業を苦行によって滅することである（中村元［10：pp. 566.6‒568.18］を

参照）。
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輪転→業輪転→異熟輪転〉の三輪転説などに基づき、〈煩悩滅→業滅〉の関係を取る。そして、

修道論上、煩悩の断が起こるのは見道より上の聖者に限られるので、業滅も聖者に起こる、

というものである 3。この典型例は、預流の不堕悪趣である。預流の聖者となり見所断煩悩が

断たれれば、たとえその者に悪趣に堕ちるような悪業が残っていても、それら悪業は悪趣に

導く能力を失ってしまうとされる 4。同様に、不還が欲界に戻らない根拠も欲界繫の煩悩を

断ったからであると理解される 5。そして阿羅漢となり、すべての煩悩を断じれば、どのよう

な業が残っていようとも、それらは来世を生み出せなくなる。以上が、上座部修道論におけ

る業滅であり、本稿はその教理形成を考察していく。

1.　業滅の順序
1.1.　ジャイナ教における事例

　仏教における業滅の検討に先立ち、ジャイナ教古層資料における若干の事例を検討する。

このジャイナ教の古層資料と、仏典のなかでも古いとされる韻文資料との間には思想的共通

性が見られると指摘されている 6。ジャイナ教では、解脱するために業を滅することが修行の

中心となっているが、同時に、煩悩（kas
4

āya）を制する必要も説かれる。本節では、この煩

悩と業がどのような関係を持って説かれているかを検討する。まず惑業苦の関係がジャイナ

教 古 層 資 料 に 現 れ る こ と が、 長 崎 法 潤［1982：pp. 415‒417］ や 中 村 元［10：pp. 

232.20‒233.17］によって報告されている。

Utt. 32, 7‒8：（7）貪欲（rāga）と瞋恚（dosa）とは業（kamma）の種子であり、業は愚

痴（moha）より生ずる、と人々は言う。業は生死（jarī-maran
4

a）の根本であり、生死を

苦（dukkha）であると人々は言う。（8）苦（dukkha）は愚痴（moha）のないところに

破壊される。愚痴は渇愛（tan
4

hā）のないところに破壊される。渇愛は貪欲（loha）のな

いところに破壊される。食欲は所得（kim
4

can
4

a）のないところに破壊される。（長崎法潤

訳）

　最初の偈（Utt. 32, 7）において〈貪瞋癡→業→生死（苦）〉という惑業苦の関係が説かれる。

3）　平岡聡［1992：p. 127.14‒26］（＝［2002：p. 262.5‒15］）は、Divy.における業滅が在家的であり、

初期経典や阿毘達磨で説かれる業滅が出家的であると指摘する。また、浪花宣明［1994：pp. 

13.27‒15.31］（＝［2008：pp. 271.12‒273.24］）は上座部註釈文献を検討し、謝罪や受戒によって

過去の悪業が既有業（ahosikamma）に転換される事例を紹介している。これら世間的な業滅に

ついては清水俊史［2011c］を参照。これら世間的業滅は必ずしも煩悩の断を前提としておらず、

本稿が扱おうとしている出世間的な業滅とは峻別され理解されている。

4）　MNA. 6（Vol. I p. 162.14‒33）; VisT
4

.（VRI：Vol. II p. 466.11‒13）

5）　DNA. 16（Vol. II p. 543.12‒19）; MNA. 6（Vol. I pp. 163.33‒164.5）

6）　中村元［10：pp. 741‒772］
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パーリ上座部修道論における業滅の教理展開
──初期経典から註釈文献へ──

清　水　俊　史

0.　問題の所在
　本稿はパーリ初期経典とその註釈文献を検討し、上座部修道論における業滅の思想展開お

よび教理体系を考察する。本稿における「業滅」とは、業果の関係性に変更が加えられ、過

去に積み上げてきた業の異熟を漸減・消滅させたり、現世に先取りして清算したりする事例

のことを指す。

　仏教では、輪廻の直接的な原因が業であるとしながらも、輪廻から脱して解脱するために

は業ではなく煩悩を断つ必要があるとされる。そのため修行階梯における業・煩悩・解脱の

関係が不明確であると榎本文雄［1989］によって問題提起されている。このような問題意識

のもと業滅を考察した先行研究として、榎本文雄［1989］; 浪花宣明［1994］（＝［2008：

pp. 253‒280］）1; 藤本晃［2000a］があり、過去の業が異熟せず消滅してしまう事例や、その

異熟を現世で先取りする事例が初期経典において見られる点、そしてそのような事態を説明

するために上座部では既有業（ahosikamma）という教理を体系している点が明らかになっ

ている 2。ところが、上座部修道論において、解脱するにあたり業滅はどのような位置を占め

ているのか、とりわけ業滅は煩悩とどのような関係にあるのかという点は未だ十分に明らか

になっていない。そこで、この点を明らかにすることが本稿の目的である。

　ここでの結論を先取りすれば、上座部修道論において重要となる業滅は、惑業苦や〈煩悩

1）　浪花宣明［1994：pp. 7.20‒8.33, p. 13.19‒26］（＝［2008：pp. 264.14‒265.25, p. 271.4‒11］）は、「多

少疑問の残るところもある」と認めながらも、初期経典における業滅とは「現在これからなす行

為が業ではなくなる」という意味であり、「過去の業を滅する」という意味ではないと主張し、

榎本文雄らに反論を加えた。これに対して榎本文雄［1996：pp. 10‒11 註14］は、「過去の業を滅

する」という意味で初期経典は読み得ると再反論している。本研究の結論は榎本文雄の見解を支

持する。Therīg. 431 & 447では明らかに過去の業が滅する対象となっている。またSnA. 547（Vol. 

II p. 436.7‒9）は、Sn. 547の「福徳（puñña）と悪徳（pāpa）の両方に貴方は染まりません」と

いう記述に対し、「今後、福徳・悪徳をなさない」および「過去に為した福徳・悪徳が果報をも

たらさない」という二釈を挙げているので、そもそも初期経典の表現自体が「現在これからなす

行為が業ではなくなる」とも「過去の業を滅する」とも解釈しうるものであったと考えられる。

なお、阿羅漢の行為論については清水俊史［2013b］［2014c］を参照。

2）　既有業とは、本来異熟する筈であったが、何らかの原因で異熟する能力を失ってしまった業のこ

とである。既有業については清水俊史［2011b］を参照。


