
第
四
〇
回

光
華
講
座

仏
教
の
二
つ
の
流
れ

│
│
自
我
と
無
我
│
│

龍
谷
大
学
教
授

桂

紹

隆

み
な
さ
ん
、
た
く
さ
ん
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
だ
い
ま
身
に
余
る
ご
紹

介
を
一
郷
学
長
か
ら
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
大
変
緊
張
し
て
お
り
ま
す
。
私
も
今
年
で
六
十
七
歳
に
な
り
ま
す
。

十
八
、
十
九
く
ら
い
か
ら
仏
教
の
勉
強
を
始
め
ま
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
半
世
紀
近
く
に
な
り
ま
す
。
四
、
五
十
年
や

っ
て
い
ま
す
と
、
こ
の
間
勉
強
し
た
こ
と
で
こ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
中
の
一
つ
は
「
自
我
と
無
我
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
�
）

最
初
に
「
仮
説
」
と
し
て
、
今
日
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
イ
ン
ド
仏
教
の
歴
史
、
思
想

史
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
文
献
に
現
れ
る
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
│
「
自
我
」

と
か
「
自
己
」
と
訳
さ
れ
ま
す
│
と
酷
似
す
る
人
格
主
体
あ
る
い
は
輪
廻
の
主
体
、
│
そ
れ
を
仏
教
徒
は
「
プ
ト

����������������������������������������������������������������������������������

１ 仏教の二つの流れ

『真宗文化』第21号 平成23年度2012年3月発行（真宗文化研究所）



ガ
ラ
」
と
呼
ん
だ
り
、「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
と
呼
ん
だ
り
し
ま
す
│
あ
る
い
は
真
実
の
自
己
、「
仏
性
」
と
か
「
如
来

蔵
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
こ
う
い
う
も
の
を
認
め
る
思
想
的
な
潮
流
と
、
そ
れ
を
否
定
し
て
、
い
か
な
る
意
味
で

も
人
格
主
体
あ
る
い
は
輪
廻
の
主
体
を
認
め
な
い
厳
格
な
「
無
我
説
」
を
説
く
二
つ
の
潮
流
が
存
在
し
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
両
派
は
、
お
互
い
に
批
判
し
な
が
ら
、
最
後
ま
で
│
イ
ン
ド
の
場
合
、
十
二
世
紀
く

ら
い
に
イ
ン
ド
本
土
か
ら
仏
教
は
姿
を
消
す
わ
け
で
す
が
│
共
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま

す
。何

故
、
こ
ん
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
先
程
、
学
長
先
生
か
ら
も
ご
紹
介
が

あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
「
仏
教
は
無
我
だ
」
と
い
う
ふ
う
に
教
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
無
我
は
仏
教
の

考
え
の
一
つ
の
特
質
で
す
。
そ
の
「
無
我
」
の
意
味
が
問
題
な
の
で
す
。
一
九
八
六
年
で
す
か
ら
、
今
か
ら
二
十

五
年
く
ら
い
前
に
、
松
本
史
朗
氏
が
「
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
で
は
な
い
」
と
い
う
学
会
発
表
を
し
た
こ
と
が
ご
ざ

い
ま
す
。
私
も
確
か
に
聞
い
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
東
大
で
開
催
さ
れ
た
印
度
学
仏
教
学
会
だ
っ
た
と
思
い
ま
す

が
、
会
場
は
聴
衆
で
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
み
ん
な
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
か

ら
。
そ
れ
を
仏
教
じ
ゃ
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
主
張
か
と
思
っ
て
聞
き
に
行
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
後
、
袴
谷
憲
昭
氏
が
『
本
覚
思
想
批
判
』
や
『
批
判
仏
教
』
と
い
う
本
を
書
い
て
、「
批
判
仏
教
」

と
い
う
名
前
が
一
世
を
風
靡
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
い
ろ
ん
な
意
味
が
あ
っ
て
、
仏
教
学
者
が
単
に

学
問
の
世
界
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
社
会
的
発
言
を
し
よ
う
と
い
う
意
思
表
明
で
も
あ
っ
た
と
今
で

は
理
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
を
学
ん
で
来
た
者
に
は
、
例
え
ば
「
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
じ
ゃ
な
い
」
と
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言
わ
れ
て
衝
撃
が
走
り
ま
し
た
。
松
本
氏
や
袴
谷
氏
は
、
駒
沢
大
学
か
ら
東
大
の
大
学
院
に
行
っ
て
、
高
崎
直
道

先
生
と
い
う
如
来
蔵
思
想
研
究
の
大
家
の
下
で
仏
教
を
勉
強
し
た
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
自
分
の
先
生
に

弓
を
引
い
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
我
々
、
関
西
の
方
か
ら
見
て
い
る
と
、
東
京
で
は
何
が
起
こ
っ
て
い

る
の
か
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま
し
た
。

松
本
氏
は
こ
う
い
う
主
張
を
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
「
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
で
は
な
い
」
と
考
え
て
い
る
。〈
中
略
〉
私
は
仏
教
と
は
無
我
説
で
あ
り
、
縁

起
説
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
つ
と
も
こ
の
場
合
の
�
縁
起
説
�
と
は
、
重
々
無
尽
の
法
界
縁
起
で
も
、
相
依

相
待
の
同
時
的
空
間
的
縁
起
で
も
な
い
。
私
の
言
う
縁
起
と
は
、
第
一
に
十
二
支
縁
起
で
あ
り
、
私
は
『
律

蔵
』「
大
品
」（M

ahāvagga

）
に
説
か
れ
る
と
お
り
、
釈
尊
が
十
二
支
縁
起
を
順
逆
に
観
じ
て
悟
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
を
信
じ
た
い
と
思
う
。（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』V

ol.35,
N

o.1,
1986

）

仏
教
は
無
我
説
で
あ
る
。
だ
か
ら
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
で
は
な
い
。
如
来
蔵
思
想
が
表
明
し
て
い
る
「
仏
性
」

と
か
「
如
来
蔵
」
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
説
く
「
ア
ー
ト
マ
ン
」（
自
我
、
あ
る
い
は
自
己
）
と
同
じ
考
え
だ
か

ら
、
如
来
蔵
思
想
を
仏
教
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
議
論
で
す
。

「
自
我
」
と
か
「
自
己
」
と
い
う
も
の
を
仏
教
は
認
め
な
い
と
、
私
た
ち
が
習
っ
た
教
科
書
に
は
書
か
れ
て
い

た
と
思
い
ま
す
。
関
西
と
関
東
で
は
、
ど
う
も
「
無
我
」
に
関
し
て
理
解
の
違
い
が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思

っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
関
西
で
教
育
を
受
け
た
人
間
は
、「
無
我
」
と
言
え
ば
、
要
す
る
に
ウ
パ
ニ
シ
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ャ
ッ
ド
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
め
な
い
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
は
「
縁
起
」、「
空
」、「
無
我
」
だ
、
と
い
う
こ
と
が

し
み
込
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
東
京
大
学
の
先
生
た
ち
が
、
三
十
年
く
ら
い
前
に
出
さ
れ
た
『
イ
ン

ド
思
想
史
』
と
い
う
教
科
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

ブ
ッ
ダ
の
根
本
教
説
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
る
「
無
我
」
の
教
え
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
無
主
体
と
か
無
霊

魂
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
無
我
の
「
我
」
と
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
に
説
く
絶
対
原
理
で
あ
る

ア
ー
ト
マ
ン
の
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
絶
対
性
を
自
己
自
身
の
も
の
と
誤
認
し
て
は
な
ら

（
�
）

な
い
と
し
て
、
執
わ
れ
の
自
我
を
捨
て
、
我
執
な
き
本
来
の
自
己
を
実
現
す
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
。

こ
の
「
本
来
の
自
己
」
と
い
う
の
が
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
。
こ
れ
を
書
い
て
お
ら
れ
る
先
生
方
は
早
島
先
生
は
じ

め
、
中
村
元
先
生
の
門
下
生
で
す
。
中
村
元
先
生
は
、
戦
後
の
東
京
大
学
の
イ
ン
ド
哲
学
の
指
導
者
で
あ
り
、
日

本
の
イ
ン
ド
哲
学
界
の
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
す
よ
ね
。
そ
の
指
導
を
受
け
た
方
々
ば
か
り
で
す
。
こ
の
教
科
書
が

出
た
頃
に
は
特
に
印
象
に
な
か
っ
た
の
で
す
が
、「
無
我
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
こ
の
教
科
書

を
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
あ
ぁ
、
東
大
の
先
生
た
ち
は
み
ん
な
、「
無
我
」
と
い
う
の
は
別
に
「
ア
ー
ト
マ
ン
が

な
い
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
実
は
「
本
来
の
自
己
」
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
こ
と
、

つ
ま
り
ア
ー
ト
マ
ン
み
た
い
な
も
の
を
、
仏
教
、
あ
る
い
は
ブ
ッ
ダ
は
認
め
て
い
て
、
そ
れ
を
追
求
し
て
い
た
ん

だ
、
と
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
松
本
先
生
の
批
判
対
象
と
い
う
の
は
、
そ
う
い
う

仏
教
理
解
、
彼
に
し
て
み
れ
ば
当
時
の
東
京
大
学
の
先
生
た
ち
が
持
っ
て
い
た
、
ブ
ッ
ダ
は
決
し
て
ウ
パ
ニ
シ
ャ
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ッ
ド
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
、
実
は
そ
れ
が
表
し
て
い
る
真
実
の
自
己
を
認
め
て
い
た

し
、
そ
の
後
の
仏
教
も
そ
れ
を
追
求
し
て
き
た
ん
だ
と
い
う
理
解
に
対
し
て
、
反
論
し
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

が
徐
々
に
分
か
っ
て
き
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
流
れ
で
申
し
て
お
き
ま
す
と
、
中
村
先
生
の
こ
う
い
う
考
え
方
は
原
典
に
遡
り
ま
す
。
中
村
先
生
は
原
典

主
義
者
で
す
か
ら
。
初
期
仏
教
経
典
で
「
ア
ナ
ッ
タ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
時
、「
こ
れ
は
無
常
で
あ
り
、

苦
で
あ
り
、
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。」
と
し
ば
し
ば
訳
さ
れ
ま
す
。「
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。」
を
漢
訳
者
は

「
非
我
」
と
訳
し
ま
す
が
、「
無
我
」
と
い
う
訳
も
出
て
き
ま
す
。
で
も
原
典
に
帰
っ
て
み
ま
す
と
、「
ア
ー
ト
マ

ン
が
な
い
」
と
明
言
し
て
い
ま
せ
ん
。
も
う
一
つ
中
村
先
生
に
は
、
最
初
期
の
経
典
は
韻
文
経
典
で
、『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』（
経
集
）
が
一
番
古
い
と
い
う
お
考
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
「
ア
ー
ト
マ
ン
」（
パ
ー

リ
語
で
は
、
ア
ッ
タ
）
と
い
う
言
葉
は
常
に
肯
定
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
お
考
え
で
す
。
初
期
仏
典
に
関

す
る
限
り
、
色
受
想
行
識
と
い
う
五
蘊
の
各
要
素
は
「
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。」、「
非
我
」
と
い
う
こ
と
し
か

説
い
て
い
な
い
。
尚
か
つ
韻
文
経
典
を
見
る
と
、「
ア
ー
ト
マ
ン
を
求
め
よ
う
」
と
か
、「
ア
ー
ト
マ
ン＝

自
己
を

確
立
せ
よ
」
み
た
い
な
文
章
が
出
て
き
ま
す
。
中
村
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
関
東
の
人
た
ち
は
、
ブ
ッ
ダ
は
特
に

ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
を
ず
っ
と
説
い
て
こ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
私
た
ち
の

学
生
時
代
に
は
、
あ
ん
ま
り
伝
わ
っ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
我
々
は
「
無
我
」
は
「
無
我
」、
ブ

ッ
ダ
は
「
ア
ー
ト
マ
ン
が
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
し
た
。

中
村
先
生
の
考
え
に
対
し
て
、
早
く
か
ら
反
論
し
て
お
ら
れ
た
の
は
櫻
部
建
先
生
で
す
。
大
谷
大
学
で
長
く
教
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え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
一
度
し
か
教
え
に
接
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
で
す
け
れ
ど
、
私
た
ち
の
学
生
時
代
に

『
倶
舎
論
』
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
写
本
の
校
訂
本
が
イ
ン
ド
か
ら
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
出
版
前
の
ゲ
ラ
を

先
生
は
す
で
に
お
持
ち
で
し
た
。
そ
れ
を
使
っ
て
、『
倶
舎
論
』
の
第
一
章
を
梵
文
で
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
一
九
六
〇
年
代
の
始
め
で
す
。
そ
の
後
『
倶
舎
論
の
研
究
』（
法
蔵
館
）
と
い
う
、『
倶
舎
論
』
第

一
章
、
第
二
章
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
原
典
か
ら
の
非
常
に
素
晴
ら
し
い
和
訳
を
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
櫻
部
先

生
は
は
っ
き
り
正
面
き
っ
て
中
村
説
を
批
判
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
文
栄
堂
か
ら
出
て
い
る
『
阿
含
の
仏

教
』
と
い
う
小
さ
な
本
に
、
今
か
ら
申
し
上
げ
る
よ
う
な
こ
と
は
全
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。
櫻
部
先
生
は
非
常
に

緻
密
な
方
で
す
か
ら
、
仏
典
に
出
て
く
る
「
ア
ナ
ッ
タ
」（
無
我
／
非
我
）
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
箇
所
を
全

て
参
照
し
た
上
で
議
論
を
展
開
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
大
変
説
得
力
の
あ
る
議
論
な
ん
で
す
。

私
が
理
解
し
た
限
り
の
櫻
部
先
生
の
結
論
は
、
次
の
通
り
で
す
。
五
蘊
と
い
う
の
は
仏
教
に
と
っ
て
全
て
で

す
。
普
通
、「
人
は
色
受
想
行
識
の
五
つ
の
要
素
か
ら
な
る
」
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
も
う
少
し
広
く
考

え
れ
ば
、
こ
の
世
界
は
全
て
五
蘊
で
あ
る
、
五
蘊
が
全
て
で
あ
る
と
考
え
て
も
い
い
わ
け
で
す
。
今
の
場
合
は
、

ア
ー
ト
マ
ン
が
問
題
で
す
か
ら
、
人
間
存
在
だ
け
で
い
い
で
す
ね
。
人
間
存
在
の
五
つ
の
要
素
を
取
り
上
げ
る

と
、
そ
れ
は
す
べ
て
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
（
非
我
）、
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い

（
無
我
）
と
い
う
結
論
が
出
て
く
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
人
間
存
在
の
構
成
要
素
が

五
つ
し
か
な
い
と
し
て
、
そ
の
五
つ
が
全
て
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
い
と
す
れ
ば
、
ア
ー
ト
マ
ン
な
ん
て
こ
の
世
に
存

在
し
な
い
ん
だ
と
い
う
結
論
が
論
理
的
に
導
き
出
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
櫻
部
先
生
の
ご
意
見
で
す
。
す
い
ま
せ

ん
、
も
う
ち
ょ
っ
と
分
か
り
や
す
い
話
を
す
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
問
題
の
核
心
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
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ご
ざ
い
ま
す
。

五
蘊
の
そ
れ
ぞ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
と
い
う
同
じ
初
期
経
典
を
使
っ
て
、
中
村
先
生
た
ち
は
「
ア
ー
ト

マ
ン
で
は
な
い
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
。
ア
ー
ト
マ
ン
が
な
い
と
は
、
最
初
期
の
仏
典
に
は
出
て
こ
な
い
。
だ
か

ら
ブ
ッ
ダ
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
な
か
っ
た
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
も
一
つ
の
結
論
で
す
。
表
面
的
に
は
こ

れ
が
正
し
そ
う
に
見
え
ま
す
。
一
方
で
櫻
部
先
生
の
結
論
は
非
常
に
論
理
的
で
す
。
人
間
と
い
う
も
の
は
五
蘊
に

し
か
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
五
蘊
の
一
つ
一
つ
が
ア
ー
ト
マ
ン
で
な
け
れ
ば
ア
ー
ト
マ
ン
な
ん
て
存
在
し
な
い
。

こ
れ
は
論
理
的
に
そ
う
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
批
判
を
櫻
部
先
生
は
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
東
京
側

か
ら
答
え
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
私
の
記
憶
は
定
か
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
今
も
こ
の
よ
う
に
二
つ

の
相
対
立
す
る
理
解
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。

私
は
実
は
、
初
期
仏
典
に
お
け
る
「
無
我
」「
非
我
」
の
問
題
に
対
し
て
、
現
在
三
つ
の
考
え
が
提
示
さ
れ
て

（
�
）

い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
る
意
味
で
も
っ
と
も
極
端
な
議
論
は
、「
ブ
ッ
ダ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
が
説
く
よ

う
な
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
解
釈
で
す
。
む
し
ろ
肯
定
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
。
こ
れ

は
東
京
で
す
と
、
宮
本
啓
一
さ
ん
。
ま
さ
に
中
村
先
生
の
直
系
の
弟
子
で
す
ね
。
我
々
の
身
近
で
は
荒
牧
先
生
で

す
。
荒
牧
先
生
は
論
文
と
し
て
は
お
そ
ら
く
ま
だ
書
い
て
お
ら
れ
な
い
で
す
け
ど
、
親
し
く
し
て
い
た
だ
い
て
お

り
ま
す
の
で
い
ろ
ん
な
席
で
お
話
し
す
る
と
、
こ
う
い
う
立
場
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
み
な
さ
ま
ご
存
じ
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
佐
々
木
承
周
老
師
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
。

こ
の
方
は
、
今
一
〇
三
歳
に
な
ら
れ
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
一
九
六
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
間
以
上
ず
っ
と
禅
の
指
導
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７ 仏教の二つの流れ

『真宗文化』第21号 平成23年度2012年3月発行（真宗文化研究所）



を
し
て
お
ら
れ
る
方
で
す
。
だ
い
た
い
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
郊
外
、
マ
ウ
ン
ト
ボ
ー
デ
ィ
と
い
う
禅
セ
ン
タ
ー
が

あ
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
お
住
ま
い
で
す
。
ア
メ
リ
カ
各
地
に
三
十
七
箇
所
、
禅
道
場
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す

が
、
五
月
・
六
月
頃
は
、
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
に
あ
り
ま
す
ボ
ー
デ
ィ
マ
ン
ダ
禅
セ
ン
タ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
お

ら
れ
て
、
特
別
に
指
導
さ
れ
ま
す
。
数
年
前
、
こ
の
ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
の
道
場
に
出
か
け
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま

す
。
佐
々
木
老
師
に
初
め
て
お
会
い
し
ま
し
た
。
名
前
は
昔
か
ら
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
先
生
は
恩
師
の
長

尾
先
生
と
全
く
同
じ
年
齢
、
長
尾
先
生
と
非
常
に
親
し
か
っ
た
の
で
、
先
生
か
ら
よ
く
お
話
し
を
聞
い
て
い
た
ん

で
す
。

お
会
い
す
る
と
、
久
し
ぶ
り
に
日
本
人
に
会
っ
た
と
い
う
感
じ
で
し
た
。
そ
の
時
、
佐
々
木
老
師
か
ら
宿
題
を

出
さ
れ
ま
し
た
。
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ア
、『
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
カ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
と
い

う
最
も
古
い
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ト
の
一
つ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
登
場
す
る
哲
学
者
が
い
る
ん
で
す
。
お
そ
ら
く

ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ア
か
ら
ブ
ッ
ダ
は
教
え
を
聞
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
ブ
ッ
ダ
は
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル

キ
ア
か
ら
ア
ー
ト
マ
ン
の
思
想
を
受
け
つ
い
だ
と
い
う
の
が
佐
々
木
老
師
の
自
説
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
こ

の
問
題
に
関
し
て
今
頃
学
界
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
調
べ
ろ
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
半
年
く
ら
い
経
っ
て
か
ら
答

え
を
送
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
佐
々
木
老
師
は
臨
済
宗
妙
心
寺
派
で
修
行
を
さ
れ
た
方
で
す
。
そ
し
て
六
〇

年
代
か
ら
ず
っ
と
ア
メ
リ
カ
で
指
導
を
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
老
師
に
と
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

の
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
め
た
と
い
う
方
が
納
得
が
い
く
の
で
す
。
そ
し
て
、
何
と
か
し
て
そ
れ
を
証
明
し
て
ほ
し
い

と
い
う
強
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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ブ
ッ
ダ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
が
説
い
た
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
な
い
で
、
む
し
ろ
そ
れ
を
追
求
し
た
ん
だ
と
い

う
の
が
、
一
つ
の
解
釈
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
す
。
中
村
先
生
の
場
合
は
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
ひ
い
て
、
ブ
ッ

ダ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
認
め
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
真
実
の
自
己
と
い
う
意
味
で
ア
ー
ト
マ
ン

を
追
求
す
る
の
は
否
定
し
な
か
っ
た
と
い
う
考
え
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
櫻
部
先
生
は
、
そ
う
じ
ゃ
な
く
て
、
い

か
な
る
形
で
も
ブ
ッ
ダ
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
め
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
解
釈
で
す
。
そ
う
い
う
三
つ
の
解
釈
が
今

で
も
並
行
し
て
存
在
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
め
る
立
場
と

全
く
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
め
な
い
立
場
。
こ
の
二
つ
の
立
場
が
、
現
在
に
お
い
て
も
私
た
ち
学
者
の
間
で
存
在
し
て

い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
つ
言
っ
て
お
き
ま
す
と
、「
自
我
意
識
を
捨
て
て
」
と
い
う
点
で
す
。「
無
我
」
の
場
合
も
そ
う
な
ん
で

す
け
れ
ど
も
、「
非
我
」
の
場
合
も
、
真
実
の
自
己
は
追
求
す
る
け
れ
ど
も
、
自
我
意
識
は
捨
て
る
と
い
う
意
味

で
「
無
我
」
は
認
め
ま
す
。
よ
う
す
る
に
「
自
我
意
識
」
と
か
「
エ
ゴ
意
識
」
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
を
仏
教
は

説
い
て
い
る
ん
だ
と
い
う
理
解
で
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
注
意
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
独
特

の
考
え
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
し
も
無
我
思
想
が
仏
教
の
思
想
だ
と
し

て
、
そ
の
無
我
思
想
が
単
な
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
単
な
る
自
我
意
識
の
否
定
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
仏
教

独
自
の
も
の
で
は
な
い
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
東
京
の
学
者
た
ち
は
そ
う
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
考
え
、
あ
る
い
は
も
っ
と
後
の
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
め
る

人
た
ち
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
人
た
ち
が
、
積
極
的
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
し
て
自
我
意
識
を
、
あ
る
い
は
エ
ゴ

イ
ズ
ム
と
い
う
も
の
を
認
め
て
い
る
か
と
言
っ
た
ら
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
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余
談
で
す
け
れ
ど
も
、
五
、
六
年
前
に
ス
イ
ス
の
ア
ル
プ
ス
で
小
さ
な
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
ア
ポ
ー
ハ
論
と
い
う
仏
教
論
理
学
の
割
と
難
し
い
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
世
界
中
か
ら
二
〇
人
く
ら
い
集

ま
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
今
頃
で
す
が
、
ス
イ
ス
の
山
の
中
、
ロ
ー
ザ
ン
ヌ
か
ら
ち
ょ
っ
と
入
っ
た
と
こ
ろ
で
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
昔
か
ら
の
友
人
で
ア
リ
ン
ダ
ム
・
チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ァ
ル
テ
ィ
と
い

う
、
今
ハ
ワ
イ
で
教
え
て
い
る
イ
ン
ド
人
の
学
者
が
来
て
い
ま
し
た
。
あ
る
朝
二
人
で
夜
明
け
を
見
に
行
っ
た
時

に
、
彼
か
ら
特
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
彼
は
仏
教
徒
じ
ゃ
な
く
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で
す
。
仏
教
で

「
無
我
、
無
我
」
と
い
う
け
れ
ど
も
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得

な
い
ん
だ
、
と
い
う
こ
と
を
す
ご
く
強
調
し
て
言
わ
れ
た
の
を
今
で
も
思
い
出
し
ま
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
を
承
認
す

る
人
た
ち
は
自
我
意
識
を
認
め
る
が
、
仏
教
は
無
我
だ
か
ら
、
自
我
意
識
を
認
め
ず
、
自
己
中
心
主
義
じ
ゃ
な
い

と
い
う
、
そ
う
い
う
単
純
な
分
け
方
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
受
け
入
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
た
ち
が

「
無
我
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
時
に
、
単
に
自
我
意
識
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
理
解
で
は
不
十
分
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

ア
ー
ト
マ
ン
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
っ
て
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。『
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
か
ら
な
ん
で
す
が
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
言
う
と

こ
ろ
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
ま
ず
は
「
認
識
の
主
体
」
と
い
う
こ
と
で
す
。「
見
る
こ
と
の
背
後
に
あ
る
見
る
主
体
」

あ
る
い
は
「
聞
く
こ
と
の
背
後
に
あ
る
聞
く
主
体
」、「
知
る
こ
と
の
背
後
に
あ
る
知
る
主
体
」、
そ
れ
を
「
あ
な

た
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
私
た
ち
は
自
覚
す
る
こ
と
は
な
い
ん
で
す
が
、
私
た
ち
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が
何
か
を
見
る
時
、
見
る
と
い
う
認
識
作
用
の
背
後
に
、
何
か
見
て
い
る
主
体
が
あ
る
は
ず
だ
。
あ
る
い
は
言
葉

を
聞
い
て
い
る
時
、
そ
の
言
葉
を
聞
い
て
認
識
す
る
背
後
に
、
聞
い
て
い
る
主
体
が
あ
る
は
ず
だ
。
こ
れ
が
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
は
ま
ず
は
認
識
の
主
体
で
す
。

そ
れ
か
ら
「
輪
廻
の
主
体
」
で
も
あ
り
ま
す
。
や
は
り
、『
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
』
か
ら
で
す
。

（
肉
体
を
離
れ
た
ア
ー
ト
マ
ン
は
、
気
息
や
諸
機
能
を
そ
な
え
て
）
意
識
あ
る
も
の
と
な
り
、
ま
さ
し
く
意

識
を
持
つ
も
の
（
次
の
生
を
う
け
る
母
胎
）
へ
と
下
っ
て
行
き
ま
す
。

要
す
る
に
、
そ
れ
が
主
体
と
な
っ
た
存
在
に
、
そ
れ
ま
で
宿
っ
て
い
た
ア
ー
ト
マ
ン
（
ほ
と
ん
ど
霊
魂
み
た
い

な
も
の
で
す
）、
こ
れ
が
主
体
を
抜
け
出
し
て
、
次
の
新
し
い
母
胎
、
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
に
入
っ
て
い
く
、

そ
う
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
輪
廻
の
主
体
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
輪
廻
に
つ
い
て
も
、
一
体
誰
が

言
い
出
し
た
か
と
い
う
の
が
難
問
な
ん
で
す
。
果
た
し
て
輪
廻
は
仏
教
徒
が
言
い
出
し
た
考
え
な
の
か
、
あ
る
い

は
バ
ラ
モ
ン
教
系
の
思
想
が
発
展
し
て
出
て
き
た
考
え
な
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
仏
教
は
イ
ン
ド
土
着
の
宗
教

で
す
。
イ
ン
ド
土
着
の
思
想
と
し
て
輪
廻
思
想
は
あ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
を
作
り
上
げ
た
、
西

の
方
か
ら
や
っ
て
来
た
ア
ー
リ
ヤ
人
た
ち
が
も
た
ら
し
た
考
え
な
の
か
、
こ
れ
も
未
決
着
で
す
。
学
者
と
い
う
の

は
本
当
に
困
っ
た
も
の
で
し
て
、
こ
う
言
う
人
も
い
れ
ば
、
あ
あ
言
う
人
も
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
輪
廻
説
に

関
し
て
も
そ
う
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
は
両
論
並
記
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
態
で
す
。
そ
れ
は
別
と
し
ま
し
て
、
ウ
パ
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ニ
シ
ャ
ッ
ド
が
輪
廻
と
い
う
考
え
方
を
明
確
に
う
ち
出
し
た
時
、
輪
廻
の
主
体
と
し
て
立
て
ら
れ
た
も
の
が
ア
ー

ト
マ
ン
な
ん
で
す
。

先
程
か
ら
申
し
て
い
ま
す
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ア
と
い
う
哲
学
者
、『
ブ
リ
ハ
ッ
ド
・
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
』
に
出
て
く
る
時
も
、
た
く
さ
ん
冗
談
み
た
い
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
議
論
す
る
人
な
ん
で
す

け
れ
ど
、
こ
の
人
が
最
終
的
に
到
達
し
た
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
の
は
「
非
ず
、
非
ず
の
ア
ー
ト
マ
ン
」
で
す
。
ア

ー
ト
マ
ン
は
い
か
な
る
言
葉
で
も
形
容
で
き
な
い
。
ア
ー
ト
マ
ン
と
は
何
で
あ
る
か
特
定
で
き
な
い
。
ア
ー
ト
マ

ン
は
、「
こ
れ
で
も
な
い
、
あ
れ
で
も
な
い
」「
Ａ
で
も
な
い
、
Ｂ
で
も
な
い
、
Ｃ
で
も
な
い
。」
と
い
う
形
で
し

か
提
示
で
き
な
い
、
と
い
う
の
が
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ア
の
ア
ー
ト
マ
ン
観
な
ん
で
す
。「
ネ
ー
テ
ィ
、
ネ

ー
テ
ィ
（
〜
で
は
な
い
、
〜
で
は
な
い
）
の
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
言
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
先
程
申
し
ま
し
た
、
五
蘊
の
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
出
し
て
、
主
語
と
述
語
の
順
序
は
逆
で
す
け
ど
、

「
色
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
、
受
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
、
五
蘊
の
そ
れ
ぞ
れ
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
。」

と
言
う
の
と
表
面
的
に
は
非
常
に
近
い
で
す
ね
。
佐
々
木
老
師
の
着
眼
点
は
そ
こ
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
彼
は
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ア
が
「
非
ず
、
非
ず
の
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
言
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
は
ず
で
す
。
も
う
一
方
で
ブ
ッ
ダ
は
「
何
と
か
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
、
何
と
か
は
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な

い
。」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
関
係
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
佐
々
木
老
師
の
考
え
方
の
源
だ
ろ
う

と
思
い
ま
す
。

最
近
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
の
議
論
と
し
て
、
み
な
さ
ん
は
ほ
と
ん
ど
ご
存
知
な
い
と
思
い
ま
す

が
、
一
年
前
に
出
ま
し
た
上
田
閑
照
先
生
と
氣
多
先
生
、
ど
ち
ら
も
京
都
大
学
の
宗
教
学
関
係
の
先
生
た
ち
が
、
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『
仏
教
と
は
何
か
│
宗
教
哲
学
か
ら
の
問
い
か
け
│
』（
昭
和
堂
）
と
い
う
本
を
出
版
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は

な
か
な
か
良
い
本
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
中
に
赤
松
明
彦
さ
ん
と
い
う
、
ず
っ
と
京
都
大
学
で
イ
ン
ド
哲
学
の
教

授
を
し
て
お
ら
れ
て
、
最
近
、
京
大
の
副
学
長
に
な
っ
た
人
で
す
け
れ
ど
も
、「
イ
ン
ド
哲
学
に
お
け
る
自
我
の

探
求
と
仏
教
の
無
我
論
」
と
い
う
の
を
寄
稿
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
私
の
記
憶
し
て
い
る
限
り
で
ま
と
め
ま
す
と
、

赤
松
さ
ん
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
に
も
二
面
性
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。
輪
廻
の
主
体
と

か
、
認
識
の
主
体
と
か
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
分
か
り
や
す
い
。
自
我
意
識
、
つ
ま
り
日
常
的
な
私
と
い
う
も

の
を
追
求
し
て
い
く
と
、
認
識
の
主
体
と
か
、
輪
廻
の
主
体
と
い
う
も
の
に
到
達
す
る
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
出

発
点
は
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
け
ど
、「
非
ず
、
非
ず
の
ア
ー
ト
マ
ン
」
で
は
な
い
で
す
け
ど
、

そ
れ
が
本
当
の
ア
ー
ト
マ
ン
な
の
か
な
と
い
う
こ
と
を
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
人
た
ち
は
追
求
し
ま
す
。
一
つ

面
白
い
試
み
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
夢
の
体
験
、
睡
眠
状
態
と
か
そ
う
い
う
も
の
を
考
え
る
ん
で
す
。
覚
醒
状
態

に
お
け
る
自
我
意
識
。
そ
こ
で
は
自
分
を
意
識
で
き
ま
す
よ
ね
。
私
と
い
う
意
識
。
そ
れ
か
ら
、
眠
っ
て
い
て
夢

を
見
て
い
る
時
の
私
と
い
う
意
識
。
熟
睡
状
態
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
自
我
意
識
な
ん
か
な
い
状
態
。
さ
ら

に
そ
の
上
の
状
態
と
い
う
ふ
う
に
、
自
我
意
識
と
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
解
消
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
よ
う
な
形

で
向
上
し
て
い
く
ア
ー
ト
マ
ン
の
追
求
を
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ア
は
記
述
し
て
お
り
ま
す
。
赤
松
さ
ん
は
こ

ん
な
ふ
う
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。

経
験
的
自
己
（
認
識
の
主
体
と
か
、
出
発
点
の
方
で
す
）
は
、
欲
望
の
対
象
に
引
き
ず
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、

主
体
的
・
自
立
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
主
体
的
で
な
け
れ
ば
真
の
自
己
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
よ
り
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自
立
的
・
主
体
的
な
自
己
と
い
う
も
の
を
求
め
る
。
そ
れ
は
お
の
ず
と
超
越
的
な
存
在
へ
と
向
か
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
超
越
的
な
も
の
は
、
個
体
性
、
個
性
、「
わ
れ
」
性
を
欠
如
し
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
肯

定
的
な
意
味
で
の
「
無
我
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
真
の
「
自
己
」＝

「
ア
ー
ト
マ
ン
」
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
果
た
し
て
そ
れ
が
望
ま
し
い
も
の
で
あ
り
う
る
の
か
。（pp.192−

193

）

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
彼
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
内
容
を
分
析
し
て
い
る
ん
で
す
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
人
た

ち
は
そ
こ
ま
で
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
赤
松
さ
ん
に
言
わ
せ
る
と
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
時
代
と
お
釈

迦
様
の
時
代
と
い
う
の
は
あ
る
程
度
重
り
ま
す
。
紀
元
前
五
、
六
世
紀
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド

の
哲
学
者
た
ち
は
、
お
釈
迦
さ
ん
が
「
こ
れ
も
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
、
こ
れ
も
ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
い
」
と
い

う
否
定
、
批
判
を
し
た
こ
と
を
、
ど
こ
か
で
知
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
否
定
さ
れ
る
よ
う
な

ア
ー
ト
マ
ン
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
高
度
な
、
も
っ
と
超
越
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
を
追
求
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
ど

ん
ど
ん
、
ど
ん
ど
ん
、
自
己
と
い
う
も
の
か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
と
な
る
と
そ
れ
は
、
本
当
に
ア
ー
ト
マ
ン

と
言
え
る
の
か
な
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
哲
学
者
た
ち
は
考
え
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
の
が
、
赤
松
解
釈
で
す
。

だ
ん
だ
ん
話
が
難
し
く
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
。
こ
う
い
う
状
況
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
直
接
、
ヤ
ー
ジ
ュ
ニ

ャ
ヴ
ァ
ル
キ
ア
を
ブ
ッ
ダ
が
教
え
た
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
学
者
た
ち
と
、

初
期
の
仏
教
徒
た
ち
の
間
に
当
然
交
流
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
後
藤
敏
文
さ
ん
と
い
う
、
東
北

大
学
で
イ
ン
ド
哲
学
の
教
授
を
し
て
い
る
人
が
い
る
ん
で
す
け
ど
、
彼
は
も
っ
ぱ
ら
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
か
ら
仏
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１４

『真宗文化』第21号 平成23年度2012年3月発行（真宗文化研究所）



教
に
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
ア
イ
デ
ィ
ア
が
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
の
か
と
い
う
研
究
を
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う

思
想
交
流
の
場
が
お
そ
ら
く
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
思
想
を
全
否
定
し
て
、
仏
教

と
い
う
新
し
い
革
新
的
な
宗
教
が
起
こ
っ
た
ん
だ
と
言
え
ば
、
大
変
分
か
り
や
す
い
の
で
す
が
、
最
初
期
の
仏
教

思
想
が
、
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
思
想
的
風
土
か
ら
全
く
独
立
し
た
も
の
、
全
く
無
関
係
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の

は
、
ち
ょ
っ
と
危
険
な
理
解
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ん
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
、
と
り
あ
え
ず
結
論
は
出
な
い
ん
で
す
。
仏
教
側
で
「
無
我
」「
非

我
」
と
言
い
な
が
ら
、
ど
う
い
う
考
え
が
出
て
き
た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、「
プ
ド
ガ
ラ
論
」
と
い
う
考
え
方
が

出
て
き
ま
す
。「
プ
ド
ガ
ラ
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
難
し
い
言
葉
で
す
。
実
は
、「
プ
ッ
ガ
ラ
」
と
か
「
プ
ド
ガ

ラ
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ん
ま
り
語
源
が
は
っ
き
り
し
な
い
ん
で
す
。
初
期
仏
教
は
い
つ
も
こ
れ
を
「
ひ
と
、
人

間
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
四
種
類
の
「
ひ
と
」
が
あ
る
。「
闇
か
ら
闇
に
向
か
っ
て
行
く

者
、
闇
か
ら
光
に
向
か
っ
て
行
く
者
、
光
か
ら
闇
に
向
か
っ
て
行
く
者
、
光
か
ら
光
に
向
か
っ
て
行
く
者
」
の
四

（
�
）

種
類
あ
る
と
い
う
ん
で
す
が
、
こ
の
「
ひ
と
」
の
原
語
は
「
プ
ド
ガ
ラ
／
プ
ッ
ガ
ラ
」
で
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
こ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
仏
滅
後
一
〇
〇
年
か
ら
一
五
〇
年
く
ら
い
経
ち
ま
す

と
、「
プ
ド
ガ
ラ
論
者
」
と
い
う
の
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
犢
子
部
の
人
た
ち
、
後
に
正
量
部
等
に
分
か
れ
ま
す

（
�
）

け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
、
世
界
を
分
析
し
て
、「
五
法
蔵
説
」
と
い
う
の
を
た
て
ま
す
。
こ
れ
は
ず
っ
と
後
々
ま
で

犢
子
部
説
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
最
初
の
四
つ
「
過
去
・
現
在
・
未
来
・
無
為
」
は
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
。「
過
去
・
現
在
・
未
来
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
要
す
る
に
有
為
法
で
す
。
有
為
の
五
蘊
の
こ
と
で
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す
。
そ
れ
と
は
別
に
無
為
法
、
涅
槃
な
ど
を
立
て
ま
す
。
し
か
し
五
つ
目
、
実
は
「
有
為
」「
無
為
」
に
加
え
て

三
つ
目
と
言
っ
て
も
い
い
ん
で
す
が
、「
不
可
説
」
と
い
う
法
を
た
て
ま
す
。
不
可
説
は
プ
ド
ガ
ラ
で
す
。
プ
ド

ガ
ラ
が
な
ぜ
不
可
説
と
言
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
人
間
の
構
成
要
素
で
あ
る
五
蘊
と
、
同
じ
で
あ
る
と
も
違
う
と

も
言
え
な
い
よ
う
な
存
在
だ
か
ら
で
す
。

こ
う
い
う
考
え
を
言
い
出
す
仏
教
徒
が
仏
滅
後
一
〇
〇
年
か
一
五
〇
年
す
る
と
出
て
く
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
仏

教
内
に
お
け
る
最
初
の
教
義
的
な
論
争
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
ま
だ
お
釈
迦
様
の
教
え
が
そ
の
ま

ま
、
あ
る
程
度
部
派
に
分
か
れ
て
い
て
も
思
想
的
に
は
そ
ん
な
に
差
異
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
仏
教

内
部
で
教
義
論
争
が
起
こ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
プ
ド
ガ
ラ
と
い
う
も
の
を
積
極
的
に
主
張
す
る
人
た
ち
が
登
場

し
て
か
ら
で
す
。
彼
ら
も
人
間
は
五
蘊
か
ら
な
る
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
五
蘊
と
同
じ
と
も
違
う
と
も
言
え

な
い
け
れ
ど
、
も
う
一
つ
、
プ
ド
ガ
ラ
と
い
う
も
の
が
独
立
の
存
在
と
し
て
あ
る
、
と
主
張
す
る
の
で
す
。

プ
ド
ガ
ラ
と
は
何
か
と
い
う
と
、
認
識
の
主
体
で
す
。
彼
ら
は
記
憶
の
主
体
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

輪
廻
の
主
体
で
す
。
や
っ
ぱ
り
こ
こ
で
輪
廻
が
登
場
し
ま
す
。「
無
我
、
無
我
」
と
言
っ
て
仏
教
は
ア
ー
ト
マ
ン

み
た
い
な
も
の
を
認
め
な
い
と
理
解
さ
れ
る
と
、
何
が
輪
廻
す
る
ん
だ
と
い
う
問
題
が
起
こ
り
ま
す
。
実
際
の
論

争
が
記
録
さ
れ
る
の
は
も
う
少
し
後
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
こ
の
輪
廻
や
認
識
の
主
体
に
つ
い
て
、
一
番
分
か
り

や
す
い
の
は
、
私
た
ち
が
「
お
ぎ
ゃ
あ
」
と
生
ま
れ
て
ず
っ
と
成
長
し
て
い
き
ま
す
よ
ね
。
そ
こ
に
連
続
性
は
な

い
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
例
え
ば
私
が
故
郷
の
小
学
校
の
同
窓
会
に
行
く
と
し
ま
す
。
昔
の
友
達
に
何
十
年
ぶ

り
か
に
会
っ
た
時
に
、
あ
の
頃
の
同
級
生
の
誰
々
だ
っ
て
同
定
で
き
ま
す
よ
ね
。
な
ぜ
同
定
で
き
る
か
と
い
う
問

題
で
す
。
た
だ
人
間
が
五
蘊
の
集
ま
り
だ
と
言
う
だ
け
で
は
そ
れ
は
説
明
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
彼
ら
は
考
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え
た
ん
で
す
。
五
蘊
の
流
れ
、
仏
教
的
に
は
「
五
蘊
の
相
続
」
と
言
い
ま
す
け
ど
、
そ
れ
を
統
一
し
て
、
統
御
し

て
い
る
よ
う
な
存
在
、
ほ
と
ん
ど
魂
、
霊
魂
み
た
い
な
も
の
で
す
、
そ
れ
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
に

唱
え
る
部
派
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。

（
�
）

そ
の
後
、
こ
の
プ
ド
ガ
ラ
論
者
は
み
ん
な
か
ら
袋
叩
き
に
な
る
わ
け
で
す
。
上
座
部
、
あ
る
い
は
説
一
切
有

部
、
も
ち
ろ
ん
大
乗
の
仏
教
徒
た
ち
も
み
ん
な
、
そ
ん
な
プ
ド
ガ
ラ
な
ん
て
存
在
し
な
い
。
ア
ー
ト
マ
ン
み
た
い

な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
私
た
ち
が
常
識
的
に
考
え
る
無
我
論
か
ら
し
て
、
そ
ん
な
認
識
主
体
と
か
輪
廻
主
体
と

か
を
た
て
る
こ
と
は
仏
教
じ
ゃ
な
い
と
、
ず
っ
と
批
判
し
ま
す
。

玄
奘
三
蔵
が
イ
ン
ド
に
行
っ
た
の
は
七
世
紀
で
す
。
彼
は
克
明
に
、
自
分
が
行
っ
た
先
々
の
僧
院
で
、
ど
う
い

う
仏
教
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
全
部
記
録
し
て
お
り
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
僧
院
を
尋
ね
て
お
り
ま

す
。
こ
こ
は
大
乗
の
僧
院
、
こ
こ
は
小
乗
の
僧
院
、
こ
こ
は
大
乗
、
小
乗
両
方
の
お
坊
さ
ん
が
い
る
な
ど
と
、
記

録
を
残
し
て
い
る
ん
で
す
。
こ
こ
は
だ
い
た
い
一
、
〇
〇
〇
人
く
ら
い
お
坊
さ
ん
が
い
る
、
こ
こ
は
二
、
〇
〇
〇

人
い
る
と
か
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
集
計
し
た
人
が
い
ま
す
。
玄
奘
が
行
っ
た
当
時
の
イ
ン
ド
の
仏
教

僧
の
デ
ー
タ
を
集
め
ま
す
と
、
た
ぶ
ん
大
乗
、
小
乗
、
半
々
く
ら
い
い
ま
す
。
小
乗
が
な
く
な
っ
て
る
わ
け
じ
ゃ

な
い
ん
で
す
。

私
た
ち
が
一
番
注
意
し
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
大
乗
仏
教
が
西
暦
紀
元
前
後
く
ら
い
か
ら
イ
ン
ド
に
登
場
す

る
ん
で
す
け
ど
、
た
だ
ち
に
全
部
大
乗
仏
教
に
な
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
大
乗
仏
教
が
イ
ン
ド
で
強
力
に

な
る
の
は
四
、
五
世
紀
く
ら
い
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
ま
す
。
玄
奘
さ
ん
が
行
っ
た
時
に
、
た
く
さ
ん
の
僧
院
に
小
乗

の
お
坊
さ
ん
が
い
て
、
そ
の
小
乗
の
お
坊
さ
ん
の
約
半
分
は
プ
ド
ガ
ラ
論
者
だ
と
彼
は
記
録
し
て
い
ま
す
。
魂
み
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た
い
な
も
の
を
認
め
る
立
場
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
に
「
無
我
、
無
我
」
と
言
っ
て
も
、
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
の
間

で
消
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
逆
に
言
い
ま
す
と
、「
無
我
だ
か
ら
、
お
前
な
ん
て
い
う
も
の
は
何
も
な

い
ん
だ
よ
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
と
い
う
か
、
納
得
す
る
、
幸
せ
に
な
る
人
ば
か
り
じ
ゃ
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

十
年
以
上
前
に
な
り
ま
す
が
、
カ
ナ
ダ
の
カ
ル
ガ
リ
ー
大
学
に
出
講
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
熱
心
に
講

義
を
聞
き
に
来
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
が
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
彼
女
が
あ
る
時
、「
仏
教
は
無
我
と
言
う
け
れ
ど
、

魂
の
よ
う
な
も
の
は
何
も
な
い
の
か
」
と
聞
い
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
上
座
部
と
か
説
一
切
有
部
の
立
場
で

は
「
無
我
」
を
非
常
に
強
調
し
ま
す
。「
自
己
／
魂
の
よ
う
な
も
の
は
一
切
何
も
な
い
。
た
だ
、
五
蘊
が
あ
る
だ

け
だ
」
と
言
い
ま
す
。
こ
う
い
う
考
え
だ
と
、
人
間
は
五
蘊
だ
け
。
私
た
ち
は
た
だ
五
蘊
の
相
続
だ
け
で
、
そ
こ

に
私
と
い
う
要
素
は
何
も
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
カ
ナ
ダ
み
た
い
な
キ
リ
ス
ト
教
圏
の
と
こ
ろ
で
は
非
常
に
受
け

入
れ
難
い
こ
と
の
よ
う
で
す
。
問
題
は
、
果
た
し
て
私
た
ち
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
前
な
ん
て
何
も
な

い
よ
、
と
言
わ
れ
た
時
に
、
そ
う
で
す
か
、
と
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
現
に
イ
ン
ド
の
仏
教
徒
た
ち
は

必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
「
プ
ド
ガ
ラ
論
者
」
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
、「
五
蘊

と
は
別
に
何
か
特
別
の
要
素
〈
プ
ド
ガ
ラ
〉
が
あ
る
。
そ
れ
は
五
蘊
と
同
じ
と
も
違
う
と
も
言
え
な
い
ん
だ
け
れ

ど
、
刻
々
と
変
化
し
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
五
蘊
の
相
続
を
貫
い
て
い
る
存
在
で
あ
る
。」
と
い
う
考
え
方
は
、

ず
っ
と
イ
ン
ド
仏
教
の
最
後
期
ま
で
残
っ
て
い
き
ま
す
。

一
方
、
大
乗
仏
教
で
は
ど
う
か
と
言
い
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
大
乗
経
典
の
『
般
若
経
』
は
、
一
切
空
と
い
う
立
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場
を
と
り
ま
す
か
ら
ア
ー
ト
マ
ン
な
ん
か
認
め
ら
れ
な
い
、
と
な
る
ん
で
す
け
ど
、
よ
く
調
べ
ま
す
と
、『
般
若

経
』
の
中
に
ア
ー
ト
マ
ン
っ
て
出
て
き
ま
す
。
よ
く
よ
く
調
べ
る
と
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
認
め
る
よ
う
な

『
般
若
経
』
と
い
う
の
が
、
た
く
さ
ん
と
は
言
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
見
つ
か
り
ま
す
。
最
初
か
ら
ア
ー
ト
マ
ン
を

認
め
て
い
た
か
と
い
う
と
、
後
代
の
付
加
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、『
般
若
経
』
は
一
切
空
を
説
く
か
ら
と

言
っ
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
全
く
登
場
し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
積
極
的
に
「
ア
ー
ト
マ
ン
は
ブ
ッ

ダ
だ
」
と
説
い
て
い
る
『
般
若
経
』
も
ご
ざ
い
ま
す
。

「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
も
っ
と
積
極
的
に
使
っ
て
、
仏
教
の
教
え
を
説
い
た
の
が
『
大
乗
涅
槃
経
』

と
い
う
経
典
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
ま
さ
に
「
ア
ー
ト
マ
ン
は
ブ
ッ
ダ
だ
」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
人
々
は

「
ア
ー
ト
マ
ン
、
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
ブ
ッ
ダ
（
仏
）
の
こ
と
な
ん
だ
と
言
い
ま
す
。

そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
の
は
、
仏
性
で
す
。
仏
に
な
る
原
因
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
、
如
来
蔵
と
同
じ
で
す
。
後

に
如
来
蔵
思
想
で
、
あ
る
い
は
「
全
て
の
衆
生
は
如
来
蔵
で
あ
る
」、
あ
る
い
は
「
全
て
の
衆
生
は
仏
性
を
持
つ
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
が
、
言
い
換
え
ま
す
と
、
仏
に
な
る
可
能
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
如
来
蔵
思
想
と
い

う
の
は
、
私
た
ち
が
成
仏
す
る
可
能
性
は
も
う
す
で
に
私
た
ち
の
中
に
内
在
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う

考
え
方
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
仏
性
と
か
如
来
蔵
を
明
ら
か
に
彼
ら
は
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
呼
ん
で
お
り
ま
す
。

つ
ま
り
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
て
い
な
い
の
で
す
。
下
田
正
弘
さ
ん
の
『
大
乗
涅
槃
経
』
の
翻
訳
（『
涅
槃
経
の

研
究
』pp.214−

215

）
を
そ
の
ま
ま
引
い
て
解
説
し
ま
し
ょ
う
。
ア
ー
ト
マ
ン
は
仏
だ
と
い
う
説
で
す
。

多
く
の
顛
倒
想
に
と
ら
わ
れ
た
愚
か
者
た
ち
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
で
あ
る
、
常
住
で
あ
る
、
楽
で
あ
る
、
浄
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で
あ
る
、
と
い
う
想
い
を
な
し
て
い
る
。
こ
こ
で
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
の
は
仏
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
常
住

と
い
う
の
は
法
身
の
意
味
で
あ
る
。
楽
と
い
う
の
は
涅
槃
の
意
味
で
あ
る
。
浄
と
い
う
の
は
法
の
同
義
語
で

あ
る
。

ア
ー
ト
マ
ン
を
間
違
っ
て
考
え
て
い
る
者
が
い
る
け
れ
ど
も
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
は
仏
の
こ
と
。
通
常
仏
教
で
は

「
四
顛
倒
」
と
呼
ば
れ
る
間
違
っ
た
考
え
で
あ
る
「
常
楽
我
浄
」
も
、
法
身
と
か
涅
槃
、
あ
る
い
は
法
と
い
う
意

味
に
な
り
ま
す
か
ら
、
何
ら
否
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
涅
槃
経
』
の
教
え
で
は
、「
我
」
と
い
う
の
は

仏
、「
常
」
と
い
う
の
は
法
身
、「
楽
」
と
い
う
の
は
涅
槃
、「
浄
」
と
い
う
の
は
法
と
い
う
よ
う
に
、
仏
教
的
に

置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
論
を
仏
教
の
言
葉
で
言
い
換
え
て
ま
す
。

如
来
は
、
…
…
一
切
の
外
道
た
ち
を
罪
で
罰
せ
ん
が
た
め
に
、「
無
我
で
あ
る
、
衆
生
は
な
い
、
命
は
な

い
、
プ
ド
ガ
ラ
は
な
い
」
な
ど
と
教
え
ら
れ
る
。
外
道
た
ち
が
ア
ー
ト
マ
ン
を
説
く
の
は
、
虫
食
い
で
字
の

形
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
私
（＝

仏
）
は
、
一
切
衆
生
た
ち
に
無
我
の
教
え
を
垂
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
や
っ
ぱ
り
「
無
我
」
が
出
て
き
ま
す
ね
。
ア
ー
ト
マ
ン
な
ん
て
な
い
と
言
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
そ

れ
は
単
に
外
道
を
罰
す
る
た
め
だ
と
言
い
ま
す
。「
虫
食
い
で
字
の
形
が
で
き
る
よ
う
な
」
と
い
う
の
は
、『
涅
槃

経
』
の
有
名
な
一
句
な
ん
で
す
け
ど
、「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
け
ど
、
そ
れ
は
虫
が
食
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っ
て
い
る
だ
け
。
虫
が
葉
っ
ぱ
を
食
っ
て
い
く
と
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
い
う
形
に
た
ま
た
ま
食
い
ち
ぎ
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
見
、「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
書
い
て
あ
る
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
虫
は
ア
ー
ト
マ
ン
の

こ
と
な
ん
か
知
ら
ず
に
齧
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
外
道
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
「
ア
ー
ト
マ
ン
、
ア
ー
ト
マ
ン
」

と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
意
味
が
分
か
ら
ず
に
使
っ
て
い
る
ん
だ
、
と
仏
教
徒
は
言
い
た
い
ん
で
す
。

「
そ
の
た
め
に
私
（＝

仏
）
は
、
一
切
衆
生
た
ち
に
無
我
の
教
え
を
垂
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
意
味
が

分
か
ら
ず
に
「
ア
ー
ト
マ
ン
」
と
説
い
て
い
る
か
ら
、
ま
ず
「
無
我
」
っ
て
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

無
我
は
仏
語
で
あ
る
と
法
の
こ
と
ば
を
与
え
ら
れ
て
後
に
ま
た
、
所
化
の
た
め
と
衆
生
の
利
益
の
た
め
に
、

時
節
を
弁
え
ら
れ
て
、
ま
さ
に
一
切
法
は
無
我
と
説
か
れ
た
よ
う
に
、
良
医
の
よ
う
に
「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存

在
す
る
」
と
も
正
し
く
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

教
義
的
前
提
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
要
す
る
に
、「
無
我
」
と
い
う
の
は
た
だ
外
道
を
罰
す
る
た
め
に
説
い
た

だ
け
で
、
本
当
の
真
意
は
そ
う
で
は
な
く
て
、「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
」
と
も
正
し
く
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、

ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

世
間
の
人
の
ア
ー
ト
マ
ン
が
拇
指
の
大
き
さ
で
あ
る
と
か
、
芥
粒
ほ
ど
だ
と
か
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

世
間
の
人
の
我
見
な
る
も
の
は
決
し
て
正
し
く
は
な
く
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
は
真
実
に
他
な
ら
な
い
。
ア
ー
ト

マ
ン
は
常
住
に
他
な
ら
ず
、
功
徳
に
他
な
ら
ず
、
堅
固
で
あ
り
、
寂
静
で
あ
る
と
い
っ
て
、
良
医
乳
薬
の
よ
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う
に
、
如
来
も
ま
た
真
実
を
も
っ
て
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
出
て
き
ま
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
は
ど
ん
な
大
き
さ
か
と
い
う
問
い
が
。
非
常
に
小
さ

い
と
か
、
非
常
に
大
き
い
と
か
い
う
説
が
出
て
く
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
は
み
ん
な
決
し
て
正
し
く
な
い
、「
我

見
」
と
い
う
と
聞
こ
え
が
悪
い
で
す
け
ど
、
要
す
る
に
世
間
の
人
が
持
っ
て
る
ア
ー
ト
マ
ン
に
対
す
る
考
え
と
い

う
の
は
決
し
て
正
し
く
な
い
。
正
し
い
ア
ー
ト
マ
ン
観
は
仏
が
説
か
れ
た
も
の
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。つ

ま
り
、『
涅
槃
経
』
は
決
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
て
な
い
ん
で
す
。
彼
ら
の
考
え
は
簡
単
で
す
。「
無

我
、
無
我
」
と
い
う
が
、
た
ま
た
ま
外
道
の
間
違
っ
た
ア
ー
ト
マ
ン
観
を
否
定
す
る
た
め
に
、
仏
は
「
無
我
」
と

説
か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
真
意
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
仏
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
認
め
て
い
た
ん
だ
。
そ
れ
が

仏
性
で
あ
り
、
如
来
蔵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

松
本
さ
ん
が
こ
れ
読
ん
だ
ら
、「
け
し
か
ら
ん
」
と
言
う
で
し
ょ
う
ね
。
仏
説＝

無
我
説
と
い
う
こ
と
に
固
執

す
る
立
場
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
ア
ー
ト
マ
ン
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
『
大
乗
涅
槃
経
』、
如
来
蔵
思
想
、

仏
性
思
想
は
と
ん
で
も
な
い
考
え
で
、
こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
の
考
え
じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
の
が
松
本
さ
ん
の
下
し
た
結

論
で
す
。

こ
の
下
田
さ
ん
の
本
は
、
学
問
的
に
非
常
に
立
派
な
本
で
す
。
下
田
さ
ん
は
、
何
と
か
し
て
こ
の
よ
う
な
考
え

を
会
通
し
よ
う
か
と
努
力
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
た
『
涅
槃
経
』
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
論
が
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア

ー
ト
マ
ン
と
ど
う
関
係
す
る
か
を
説
明
す
る
の
に
、
非
常
に
苦
労
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
同
じ
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と
も
言
え
る
し
、
そ
う
で
な
い
と
も
言
え
る
、
な
ど
と
書
い
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

私
は
も
っ
と
素
直
に
、
彼
ら
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
を
仏
教
的
に
再
解
釈
し
よ
う
と
し
た
と
捉

え
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
。
ブ
ッ
ダ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
て
、
真
実
の
ア
ー
ト
マ
ン

を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
と
い
う
『
涅
槃
経
』
の
考
え
は
、
先
に
紹
介
し
た
中
村
先
生
の
お
考
え
に
一
致
す
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
ま
た
、
本
来
ブ
ッ
ダ
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
な
か
っ
た
と
い
う
荒
牧
先

生
や
宮
本
さ
ん
の
意
見
と
も
通
底
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
仏
性
と
か
如
来
蔵
と
い
う
考
え
方

は
、
決
し
て
ア
ー
ト
マ
ン
思
想
を
否
定
す
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
仏
教
史
に
お
い
て
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
正
面
き
っ
て
否
定
す
る
人
た
ち
も
も
ち
ろ
ん
た
く
さ

ん
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
の
代
表
例
は
世
親
、
五
世
紀
く
ら
い
の
人
で
す
。
大
乗
仏
教
の
代
表
的
な
論
師
と
い

う
時
に
、
必
ず
龍
樹
と
世
親
が
登
場
し
ま
す
。
浄
土
真
宗
で
も
七
高
僧
に
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
。
こ

の
世
親
の
著
書
で
『
倶
舎
論
』
と
い
う
論
書
が
あ
り
ま
す
。
若
い
頃
の
著
書
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
先

行
し
ま
す
『
大
毘
婆
娑
論
』
と
い
う
、
非
常
に
大
き
な
有
部
の
論
書
の
サ
マ
リ
ー
み
た
い
な
も
の
で
す
。
そ
の
エ

ッ
セ
ン
ス
を
き
ち
ん
と
整
理
し
て
ま
と
め
た
綱
要
書
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
附
録
と
し
て
第
九
章
「
破
我
品
」

（
原
題
「
プ
ド
ガ
ラ
否
定
論
」）
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
世
親
は
何
を
し
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
冒
頭
か
ら

「
プ
ド
ガ
ラ
」
を
一
生
懸
命
否
定
し
ま
す
。
プ
ド
ガ
ラ
と
い
う
の
は
要
す
る
に
ア
ー
ト
マ
ン
と
同
じ
だ
。
ア
ー
ト

マ
ン
な
ん
か
認
め
て
い
た
ら
仏
教
徒
に
涅
槃
な
ん
か
有
り
得
な
い
、
救
わ
れ
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
ま
ず
プ
ド
ガ
ラ

を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
蘊
と
同
じ
と
も
違
う
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
プ
ド
ガ
ラ
な
ん
て
も
の
は
実
在
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し
な
い
ん
だ
、
と
延
々
と
説
き
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、
外
道
の
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
と
文
法
学

派
の
ア
ー
ト
マ
ン
論
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

世
親
が
五
世
紀
頃
の
人
だ
と
す
る
と
、
彼
が
こ
ん
な
に
一
生
懸
命
プ
ド
ガ
ラ
批
判
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、

何
か
意
味
が
あ
る
は
ず
で
す
。
す
で
に
大
乗
仏
教
が
興
起
し
た
後
で
す
か
ら
、
プ
ド
ガ
ラ
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
有

部
と
か
上
座
部
が
た
て
る
ダ
ル
マ
（
法
）
に
せ
よ
、
全
て
実
体
的
な
存
在
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
主
流
に
な
っ

て
い
た
は
ず
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
プ
ド
ガ
ラ
は
す
で
に
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
当
時
、
も
し
も
プ
ド
ガ

ラ
論
者
が
そ
ん
な
に
強
く
な
か
っ
た
ら
、
世
親
が
こ
ん
な
に
一
生
懸
命
そ
れ
を
否
定
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず

だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
だ
け
力
を
入
れ
、
一
章
を
設
け
て
、
プ
ド
ガ
ラ
批
判
を
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
プ
ド
ガ
ラ
論
者
が
重
要
な
対
抗
相
手
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
気
で
否
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ぐ
ら
い
、
強
い
思
想
だ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、『
倶
舎
論
』
第
九
章
の
存
在
か
ら
我
々
は
推
定
で
き
る
と

思
い
ま
す
。

世
親
が
『
倶
舎
論
』
で
プ
ド
ガ
ラ
を
批
判
す
る
仕
方
は
、
遡
っ
て
い
き
ま
す
と
、
龍
樹
の
『
中
論
』
第
十
章
と

ハ
リ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
と
い
う
論
師
の
『
成
実
論
』
に
行
き
着
き
ま
す
。
こ
の
『
成
実
論
』
は
『
倶
舎
論
』
に
非
常
に

影
響
を
与
え
た
阿
毘
達
磨
の
論
書
な
ん
で
す
。
こ
の
三
つ
の
論
書
は
全
て
「
薪
と
火
の
喩
」
を
否
定
し
て
い
ま

す
。
プ
ト
ガ
ラ
論
者
は
プ
ト
ガ
ラ
を
説
明
す
る
時
に
、
人
を
構
成
す
る
五
蘊
と
い
う
の
は
薪
の
よ
う
な
も
の
、
プ

ト
ガ
ラ
（
人
）
は
火
の
よ
う
な
も
の
、
両
者
は
同
じ
と
も
違
う
と
も
言
え
な
い
と
い
う
喩
え
を
出
し
ま
す
。
私
た

ち
は
一
応
、
薪
と
火
は
区
別
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
薪
が
火
と
な
っ
て
燃
え
て
い
る
時
、
火
と
薪
を

区
別
で
き
る
の
か
と
い
う
議
論
で
す
。
区
別
で
き
る
段
階
も
あ
る
け
れ
ど
、
完
全
に
薪
が
燃
え
上
が
っ
た
と
き
、
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薪
と
火
は
同
じ
で
あ
る
と
も
違
う
と
も
言
え
な
い
と
プ
ト
ガ
ラ
論
者
は
考
え
ま
す
。
火
と
薪
の
よ
う
に
プ
ト
ガ
ラ

と
五
蘊
も
同
じ
と
も
言
え
な
い
し
違
う
と
も
言
え
な
い
、
と
い
う
喩
え
で
す
。
そ
れ
を
一
貫
し
て
、
龍
樹
も
ハ
リ

ヴ
ァ
ル
マ
ン
も
世
親
も
、
他
の
論
者
も
そ
う
で
し
ょ
う
け
ど
、
ほ
ぼ
同
じ
論
法
、
つ
ま
り
龍
樹
が
『
中
論
』
第
十

章
で
う
ち
上
げ
た
論
法
に
よ
っ
て
批
判
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
プ
ト
ガ
ラ
論
者
は
、
龍
樹
、
世
親
な
ど
仏
教
の
重
要

な
論
師
に
と
っ
て
仏
教
内
の
最
大
の
論
敵
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

そ
ろ
そ
ろ
ま
と
め
に
入
り
ま
す
。
今
ま
で
申
し
上
げ
た
こ
と
は
、
初
期
仏
教
の
無
我
説
、
非
我
説
に
関
す
る
限

り
、
二
つ
の
立
場
、
あ
る
い
は
三
つ
の
立
場
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
方
は
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
的
な
ア
ー
ト

マ
ン
な
ん
か
全
く
認
め
な
い
と
い
う
解
釈
で
す
。
他
方
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
ブ
ッ
ダ
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定

し
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
解
釈
で
す
。
後
者
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
そ
の
も
の
を
認
め
た
と
い
う

解
釈
と
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
認
め
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
独
自
の
真
実
の
自
己
を
認
め
た
と
い

う
解
釈
の
二
つ
に
分
か
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
二
つ
な
い
し
三
つ
の
立
場
が
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ん
の
滅
後
す
ぐ
に
何
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
、
プ
ト
ガ
ラ
論
者
が
ほ
と
ん
ど
ア
ー
ト
マ
ン
論
と
同

じ
よ
う
な
考
え
方
、
プ
ド
ガ
ラ
論
を
提
示
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
有
部
と
か
上
座
部
と
い
う
部
派
仏
教
の
人
た
ち
か

ら
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
ま
す
。
一
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、『
ミ
リ
ン
ダ
・
パ
ン
ハ
』
と
い
う
書
物
で
す
。

ミ
リ
ン
ダ
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
の
王
様
と
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
と
い
う
イ
ン
ド
の
仏
教
僧
が
行
っ
た
対
論
の
記
録
で
す
。

そ
の
中
で
ナ
ー
ガ
セ
ー
ナ
は
一
生
懸
命
、「
無
我
」、「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
論
証
を
す
る
わ
け

で
す
。
宮
本
啓
一
さ
ん
に
言
わ
せ
る
と
、
こ
れ
が
お
そ
ら
く
最
初
に
仏
教
徒
が
「
無
我
」
と
い
う
こ
と
を
積
極
的
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に
説
い
た
も
の
で
す
。
た
ぶ
ん
そ
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
文
献
的
に
は
こ
の
『
ミ
リ
ン
ダ
・
パ
ン
ハ
』
に
、
最

初
の
「
無
我
論
」
が
登
場
す
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
は
並
行
し
て
、
仏
教
内
部
で
プ
ド
ガ
ラ
批
判
と
い
う
も

の
が
起
こ
り
ま
す
。
だ
け
ど
、
ど
ん
な
に
批
判
さ
れ
て
も
プ
ド
ガ
ラ
論
は
ず
っ
と
生
き
延
び
た
と
い
う
こ
と
を
、

一
つ
押
さ
え
て
お
き
ま
す
。

一
方
、
プ
ト
ガ
ラ
論
者
が
現
れ
た
数
世
紀
後
に
、
大
量
の
大
乗
経
典
が
出
て
き
た
時
、
そ
の
中
に
例
え
ば
『
大

乗
涅
槃
経
』
の
よ
う
に
、
ア
ー
ト
マ
ン
と
い
う
も
の
を
積
極
的
に
認
め
る
経
典
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
プ
ト
ガ
ラ

論
と
『
涅
槃
経
』
的
な
考
え
方
に
は
、
思
想
的
な
繋
が
り
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
学
者
が

戦
前
の
日
本
の
仏
教
学
界
で
何
人
か
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
論
証
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
最
近
で
は
、『
如
来
蔵

経
』
を
研
究
し
た
ツ
ィ
ン
マ
ー
マ
ン
と
い
う
ド
イ
ツ
人
の
学
者
が
お
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
も
や
っ
ぱ
り
そ
う

い
う
印
象
を
持
っ
て
い
ま
す
。
彼
は
如
来
蔵
思
想
を
研
究
し
た
ん
で
す
が
、
如
来
蔵
思
想
と
プ
ト
ガ
ラ
思
想
と
い

う
の
は
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。
証
明
は
で
き
な
い
ん
で
す
け
ど
、
思

想
内
容
と
し
て
は
、
プ
ト
ガ
ラ
と
い
う
、
輪
廻
の
主
体
／
人
格
主
体
と
、『
大
乗
涅
槃
経
』
あ
る
い
は
『
如
来
蔵

経
』
の
た
て
る
よ
う
な
仏
性
と
か
如
来
蔵
は
、
非
常
に
近
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
を

介
し
て
、
プ
ド
ガ
ラ
論
と
非
常
に
近
い
思
想
が
大
乗
仏
教
に
も
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
が
今
ま
で
申
し
上
げ
た
こ
と
な
ん
で
す
が
、
そ
こ
で
、
世
親
以
降
、
あ
る
い
は
世
親
前
後
く
ら
い
か
ら
大

乗
の
論
師
の
間
で
ど
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
昔
、
山
口
益
先
生
が
、
唯
識

と
中
観
と
の
対
論
を
「
無
と
有
と
の
対
論
」
と
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。
確
か
山
口
先
生
の
博
士
論
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文
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
先
生
は
『
中
観
心
論
』
と
い
う
、
中
観
派
の
清
弁
の
著
作
の
第
五
章
唯
識
派
批
判
の
と

こ
ろ
を
研
究
さ
れ
、
整
理
さ
れ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
序
文
で
山
口
先
生
は
見
事
に
、
中
観
派
と
唯
識
派
の
論
争

は
、
仏
教
に
お
け
る
「
無
と
有
と
の
対
論
」
で
あ
る
。
と
ま
と
め
て
お
ら
れ
ま
す
。『
仏
教
に
お
け
る
無
と
有
と

の
対
論
』（
一
九
四
一
年
初
版
）「
緒
言
」
を
引
用
し
ま
す
。

釈
迦
牟
尼
正
覚
に
於
け
る
根
本
意
趣
は
、
龍
樹
の
般
若
中
観
説
の
上
に
遍
く
開
顕
し
悉
く
さ
れ
た
と
云
う
こ

と
が
出
来
る
。
若
し
然
り
と
す
れ
ば
、
そ
の
龍
樹
に
創
る
大
乗
仏
教
の
思
想
的
性
格
は
、
既
に
龍
樹
の
根
本

中
論
に
も
見
ら
る
る
が
如
く
、「
無
と
有
と
の
対
論
」
な
る
態
に
於
い
て
展
開
せ
ら
れ
て
行
っ
た
と
云
う
て

差
支
え
が
な
い
。
そ
は
、
八
宗
の
祖
師
と
し
て
の
龍
樹
の
論
軌
は
広
く
後
の
人
師
の
思
想
教
学
の
軌
範
と
し

て
相
承
せ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
大
乗
教
学
史
の
全
体
系
は
広
い
意
味
に
於
い
て
の
か
か
る
「
無
と
有
と

の
対
論
」
の
流
伝
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
「
無
と
有
」
と
が
、
特
に
学
派
的
な
形
態

を
以
て
「
対
論
」
せ
し
め
ら
る
る
に
至
っ
た
の
は
、
印
度
仏
教
が
他
の
諸
哲
学
派
と
同
様
な
学
派
的
体
系
を

取
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
此
の
時
代
に
於
け
る
中
観
派
の
清
弁
論
作
な
る
中
観
心
論
は
、
か
か
る

対
論
の
嚆
矢
と
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
内
外
諸
宗
学
に
対
す
る
数
多
の
「
無
と
有
と
の
対

論
」
が
展
開
せ
ら
れ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
ら
数
多
の
対
論
の
中
で
も
特
に
大
乗
教
学
史
上
最
も
注
目

す
べ
き
論
項
と
な
る
も
の
は
、
印
度
大
乗
仏
教
の
二
潮
流
の
一
を
継
承
す
る
中
観
派
が
、
他
の
一
を
継
承
す

る
瑜
伽
唯
識
派
と
の
対
論
を
述
べ
た
、
中
観
心
論
の
第
五
章
で
あ
ろ
う
。
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こ
れ
は
、
山
口
先
生
の
最
初
の
著
作
だ
と
思
い
ま
す
。「
無
と
有
と
の
対
論
」
を
私
な
り
に
考
え
ま
す
と
、
一

方
に
極
端
な
無
我
思
想
あ
る
い
は
空
の
思
想
と
い
う
「
無
」
の
立
場
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一
方
に
如
来
蔵
や
仏

性
、
あ
る
い
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
認
め
る
「
有
」
の
立
場
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
立
場
が
イ
ン
ド
仏
教
の
当
初

か
ら
論
争
を
積
み
重
ね
て
来
た
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

で
は
、
中
観
派
が
「
無
」、
唯
識
派
が
「
有
」
と
い
う
時
に
、
ど
こ
で
そ
の
「
有
」
と
「
無
」
と
の
分
か
れ
目

が
出
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
「
空
性
」
の
理
解
で
す
。
中
観
派
は
、「
無
」
と
い
う
と
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
空
性
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
解
釈
を
展
開
し
ま
す
。
空
性
の
「
有
」
的
な
解
釈
は
ど
こ
か
ら
出
て

く
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
唯
識
派
の
『
中
辺
分
別
論
』
第
一
章
第
一
偈
世
親
釈
や
『
宝
性
論
』
が
引
用
す
る
初

期
経
典
「
小
空
経
」
に
あ
り
ま
す
。
長
尾
雅
人
先
生
の
和
訳
を
引
用
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
或
る
も
の
が
或
る
場
所
に
な
い
と
き
、
後
者
（
す
な
わ
ち
或
る
場
所
）
は
、
前
者

（
す
な
わ
ち
或
る
も
の
）
に
つ
い
て
空
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
如
実
に
観
察
す
る
。
他
方
ま
た
、（
右
の
よ

う
に
空
で
あ
る
と
否
定
さ
れ
た
の
ち
に
も
）
な
お
（
否
定
さ
れ
な
い
で
）
な
ん
ら
か
余
っ
た
も
の
が
こ
こ
に

あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
ま
や
実
在
な
の
で
あ
る
と
如
実
に
知
る
」
と
い
う
（
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
）

空
性
の
正
し
い
相
が
（
こ
の
詩
頌
に
よ
っ
て
）
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
た
。

「
空
」
と
い
う
の
は
何
も
な
い
、「
無
」
と
い
う
ふ
う
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
す
。
唯
識
派
に
よ
る
と
、「
空
」

と
否
定
し
た
後
に
も
何
か
残
る
も
の
が
あ
る
、
そ
れ
は
「
識
」
で
す
。
こ
こ
で
は
明
言
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
け
れ
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ど
、「
識
」
と
は
、「
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
の
こ
と
で
す
。
プ
ド
ガ
ラ
に
せ
よ
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
ダ
ル
マ
に
せ
よ
、
空
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
唯
識
派
も
中
観
派
に
同
意
す
る
わ
け
で
す
。
だ
け
ど
唯
識
派
が
ど
う
し
て
も
譲

れ
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
て
が
空
な
の
で
は
な
く
て
、
何
か
実
在
が
一
つ
残
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
が
「
識
」
で
す
。『
菩
薩
地
』
と
か
、
唯
識
派
の
他
の
論
書
を
見
ま
す
と
、
唯
識
派
の
人
た
ち
は
、「
一
切

空
」
と
い
う
考
え
方
は
、
実
は
「
空
」
の
間
違
っ
た
理
解
の
仕
方
だ
と
批
判
し
ま
す
。
唯
識
派
と
中
観
派
の
間
の

譲
れ
な
い
一
線
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
て
は
空
で
あ
る
と
否
定
し
て
し
ま
う
、（
た
だ
し
「
空
」
の
意
味
は
中
観

派
で
「
無
」
と
い
う
意
味
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
で
す
。nothing

と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。）
つ
ま

り
、「
一
切
空
」
と
全
て
を
否
定
し
て
し
ま
う
か
、
い
く
ら
否
定
し
て
も
、
何
か
「
余
れ
る
も
の
」、「
識
」
あ
る

い
は
「
心
」
は
残
る
と
い
う
か
、
こ
こ
に
「
無
と
有
と
の
対
論
」
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

と
こ
ろ
で
『
入
楞
伽
経
』
と
い
う
経
典
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
比
較
的
後
代
に
成
立
し
た
経
典
で
あ
り
ま

す
。『
涅
槃
経
』
も
そ
ん
な
に
古
い
経
典
で
は
な
い
で
す
け
ど
、『
入
楞
伽
経
』
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
唯
識
派

と
い
う
学
派
が
成
立
し
た
後
に
で
て
く
る
大
乗
経
典
で
す
。
そ
の
「
刹
那
品
」
に
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
如
来
蔵
だ
と

い
う
こ
と
を
明
言
し
て
い
ま
す
。
高
崎
直
道
先
生
の
サ
マ
リ
ー
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
ま
す
。

第
一
段
は
、
無
我
な
の
に
何
が
流
転
し
、
還
滅
す
る
の
か
、
の
問
で
は
じ
ま
る
。
答
え
は
、
如
来
蔵
が
善
不

善
の
因
と
し
て
、
一
切
の
生
（
四
生
）
と
趣
（
五
趣
、
六
趣
）
の
作
者
で
あ
る
、
と
言
い
、
そ
れ
を
説
明
し

て
、
こ
の
如
来
蔵
に
戯
論
の
習
気
が
あ
る
と
き
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
名
づ
け
ら
れ
、
無
明
習
気
地
よ
り
生
ず
る
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七
識
と
と
も
に
、
大
海
の
波
浪
の
ご
と
く
不
断
に
生
起
す
る
が
、
究
極
的
に
は
本
来
清
浄
で
あ
る
。
こ
れ
以

外
の
七
識
は
す
べ
て
刹
那
性
で
あ
る
か
ら
、
苦
楽
の
感
受
も
な
く
、
解
脱
の
因
と
も
な
ら
な
い
。
こ
の
七
転

識
は
「
如
来
蔵
と
名
づ
け
ら
れ
る
ア
ー
ラ
ヤ
識
」
の
転
依
に
よ
っ
て
止
滅
す
る
。
こ
の
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
名

づ
け
ら
れ
る
如
来
蔵
」
な
く
し
て
は
、
流
転
も
還
滅
も
な
い
。
こ
れ
は
本
性
清
浄
で
あ
る
が
、
外
来
の
煩
悩

に
よ
っ
て
不
浄
の
ご
と
く
現
れ
る
。
修
行
者
は
こ
の
「
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
名
づ
け
ら
れ
る
如
来
蔵
」
を
清
浄
な

ら
し
む
べ
き
で
あ
る
、
と
言
う
。（「
如
来
蔵
と
ア
ー
ラ
ヤ
識
」『
如
来
蔵
思
想
』（
講
座
・
大
乗
仏
教
６
、
春

秋
社
、
一
九
八
二
年
）pp.172−

173

）

明
ら
か
に
『
入
楞
伽
経
』
は
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
は
如
来
蔵
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
ま
す
。
唯
識
派
の
非
常
に
古
典

的
な
典
籍
で
は
こ
う
い
う
等
置
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
有
部
と
上
座
部
と
中
観
派
と
言
っ
た
ら
全
然
違

う
思
想
の
持
ち
主
の
よ
う
に
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
特
に
ア
ー
ト
マ
ン
的
な
も
の
を
認
め
な
い
と
い
う
一
点

で
は
、
有
部
、
上
座
部
、
中
観
派
は
非
常
に
近
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
プ
ト
ガ
ラ
を
認
め
る
犢
子
部
・

正
量
部
、『
大
乗
涅
槃
経
』、『
入
楞
伽
経
』
あ
る
い
は
唯
識
派
は
、「
ア
ー
ト
マ
ン
も
ど
き
」
の
も
の
を
認
め
る
、

あ
る
い
は
ア
ー
ト
マ
ン
そ
の
も
の
を
認
め
る
と
い
う
点
で
、
明
ら
か
に
前
者
と
対
立
し
て
い
ま
す
。
今
日
は
そ
う

い
う
こ
と
を
一
番
申
し
上
げ
た
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

最
初
の
松
本
さ
ん
の
話
し
に
戻
り
ま
す
。
七
、
八
年
前
、
駒
沢
大
学
に
ま
だ
短
大
が
あ
っ
た
時
に
、
石
井
公
成

さ
ん
と
い
う
昔
か
ら
の
知
人
が
一
回
話
し
に
来
て
く
れ
と
言
う
の
で
、
駒
沢
大
学
に
初
め
て
お
話
し
に
行
っ
た
こ
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と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
最
新
の
学
術
研
究
と
い
う
の
で
「
ア
ポ
ー
ハ
論
」
の
話
を
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
後
の

懇
親
会
で
、
袴
谷
さ
ん
は
「
学
生
が
聞
き
に
き
ま
す
か
ら
、
ア
ポ
ー
ハ
論
の
一
応
の
解
説
を
し
て
お
い
た
」
と
お

っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
東
京
に
行
く
数
日
前
に
、
急
遽
私
は
、
駒
沢
に
行
く
ん
だ
か
ら
、
松
本
・
袴

谷
両
氏
の
仏
教
理
解
に
対
し
て
言
い
た
い
こ
と
を
言
お
う
と
思
っ
て
、
両
氏
の
仏
教
理
解
に
対
す
る
異
議
申
し
だ

て
と
い
う
話
を
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
時
私
は
、
松
本
さ
ん
の
考
え
の
ほ
と
ん
ど
七
〇
％
か
八
〇
％
は

同
意
で
き
る
と
言
っ
た
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
私
は
ま
だ
そ
の
頃
は
「
仏
教
は
無
我
」
と
考
え

て
い
た
か
ら
で
す
。
お
釈
迦
さ
ん
は
無
我
を
説
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
如
来
蔵
に
限
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う

い
う
も
の
を
表
立
っ
て
仏
教
と
い
う
の
は
お
か
し
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
識
が
、
心
の
ど
こ
か
に
あ
っ
た
ん

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

帰
り
ま
し
て
、
し
ば
ら
く
経
っ
て
送
っ
て
来
た
、
講
演
の
書
き
起
こ
し
原
稿
に
手
を
入
れ
て
い
た
と
き
、
初
期

仏
教
の
こ
と
に
触
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
私
た
ち
の
少
し
後
輩
に
な
り
ま
す
が
、
大
阪
大
学
で
イ
ン
ド
哲
学
の
教

授
を
し
て
い
る
榎
本
文
雄
さ
ん
に
送
っ
て
、
こ
う
い
う
こ
と
を
書
い
た
け
ど
ど
う
だ
ろ
う
、
と
相
談
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
時
に
彼
に
言
わ
れ
た
こ
と
か
ら
私
は
非
常
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
ん
で
す
。「
お
釈
迦
さ
ん

は
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
あ
る
と
も
な
い
と
も
明
言
し
て
い
な
い
は
ず
で
、
む
し
ろ
文
献
的
に
は
「
無
記
」
と
し
か
言

え
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
言
わ
れ
て
、
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
思
い
が
し
ま
し
た
。『
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ

ー
ヤ
』
の
「
ア
ッ
タ
ッ
タ
」
と
い
う
経
典
の
内
容
を
ま
と
め
て
み
ま
す
。

出
家
者
ヴ
ァ
ッ
チ
ャ
ゴ
ッ
タ
に
「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
か
」
と
問
わ
れ
た
ブ
ッ
ダ
は
二
度
に
わ
た
り
黙
し

て
答
え
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
ヴ
ァ
ッ
チ
ャ
ゴ
ッ
タ
は
、
別
の
経
典
で
、「
こ
の
世
界
は
永
遠
か
ど
う
か
と
」
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な
ど
と
質
問
す
る
若
い
お
坊
さ
ん
で
す
。
お
釈
迦
さ
ん
に
弟
子
が
「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
ま
す
か
」
と
聞
く
ん

で
す
け
ど
お
釈
迦
さ
ん
は
答
え
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
彼
が
去
っ
た
後
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
「
ど
う
し
て
説
明
し
な

か
っ
た
の
か
」
と
問
わ
れ
て
ブ
ッ
ダ
は
、「
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
」
と
答
え
れ
ば
、
ヴ
ァ
ッ
チ
ャ
ゴ
ッ
タ
は

「
常
住
論
」（sassatavāda

）
に
陥
る
だ
ろ
う
し
、「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
」
と
答
え
れ
ば
、「
断
滅
論
」（uc-

chedavāda

）
に
陥
る
だ
ろ
う
か
ら
、
説
明
し
な
か
っ
た
（
無
記
）
の
で
あ
る
と
答
え
て
い
ま
す
。

「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
と
も
存
在
し
な
い
と
も
説
明
し
な
い
と
い
う
の
が
、
お
釈
迦
様
の
立
場
で
は
な
い

で
す
か
」
と
い
う
の
が
、
榎
本
さ
ん
か
ら
教
わ
っ
た
こ
と
で
す
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
私
が
今
理
解
し
て
い
る

の
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
ブ
ッ
ダ
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
積
極
的
に
主
張
し
た
の
か
と
い
う
と
、
た
ぶ
ん

そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
し
か
し
、
じ
ゃ
あ
ア
ー
ト
マ
ン
は
全
く
な
い
と
お
釈
迦
様
が
言
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ

う
も
言
っ
て
な
い
わ
け
で
す
。
櫻
部
先
生
の
よ
う
に
、
無
我
説
が
論
理
的
に
帰
結
す
る
と
い
う
の
は
、
確
か
に
魅

力
的
な
意
見
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
も
論
理
的
な
帰
結
に
す
ぎ
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
う
な
る
と
、『
サ
ン
ユ
ッ

タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
の
こ
の
ス
ッ
タ
が
表
し
て
い
る
、「
ア
ー
ト
マ
ン
が
あ
る
と
も
な
い
と
も
説
か
な
い
」
と
い
う

の
は
、
お
釈
迦
様
の
基
本
的
な
姿
勢
、「
中
道
」
と
い
う
姿
勢
に
非
常
に
か
な
う
解
釈
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま

す
。
で
は
、
な
ぜ
プ
ト
ガ
ラ
論
者
み
た
い
な
考
え
が
出
て
き
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
お
釈
迦
様
は
無
記
で
何
も
説

か
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
説
か
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
プ
ト
ガ
ラ
と
か
、
仏
性
と
か
、
如
来
蔵
と
い
う
考
え
方
も

出
て
く
る
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
な
い
と
も
説
か
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
ア
ー
ト
マ
ン
な
ん
か
全
く
存
在
し
な
い
と

い
う
理
論
も
出
て
来
た
と
、
私
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

仏
教
に
は
一
貫
し
て
二
つ
の
流
れ
、「
ア
ー
ト
マ
ン
が
な
い
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
「
無
」
の
立
場
と
、「
ア
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ー
ト
マ
ン
も
ど
き
が
存
在
す
る
」
と
い
う
「
有
」
の
立
場
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
常
的
な
「
私
」
は
大
し
た

こ
と
は
な
い
で
す
が
、
私
と
い
う
も
の
を
ず
っ
と
追
求
し
て
い
け
ば
、
そ
こ
に
も
っ
と
清
ら
か
な
何
か
、（
西
洋

で
言
っ
た
ら
「
性
善
説
」
み
た
い
な
も
の
で
す
。）
貴
重
な
何
か
が
人
間
存
在
の
な
か
に
あ
る
ん
だ
と
追
求
し
て

い
く
後
者
の
立
場
も
、
仏
教
の
大
き
な
流
れ
の
一
方
と
し
て
厳
然
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
仏
教
じ
ゃ

な
い
と
否
定
す
る
こ
と
は
、
私
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
お
釈
迦
様
は
「
無
我

説
」
だ
と
い
う
こ
と
が
論
証
で
き
れ
ば
、
後
者
は
釈
尊
の
説
に
反
す
る
と
は
言
え
ま
す
。
だ
け
ど
、
お
釈
迦
さ
ん

は
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
あ
る
と
も
な
い
と
も
説
か
な
い
と
い
う
、
無
記
の
立
場
を
と
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
立

場
は
対
等
に
成
立
し
う
る
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
ど
ち
ら
も
駄
目
だ
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
け
れ
ど
も
。
片
方

だ
け
が
正
し
い
と
い
う
結
論
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
現
在
の
私
の
立
場
で
す
。
で
す
か
ら
、
松
本
さ
ん
の

「
如
来
蔵
思
想
は
仏
教
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
も
し
も
、「
無
我
説
」
が
ブ
ッ
ダ
の
説
で
あ
る
と
論
証
で
き
れ

ば
成
立
す
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
そ
う
で
な
い
限
り
、
む
し
ろ
榎
本
さ
ん
が
教
え
て
く
れ
た
よ
う
に
、
初
期
経
典
を

見
る
限
り
、「
無
記
」
と
い
う
の
が
一
番
正
し
い
答
え
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
決
し
て
、

「
無
我
説
」
じ
ゃ
な
い
か
ら
如
来
蔵
や
、
プ
ト
ガ
ラ
論
、
あ
る
い
は
ア
ー
ラ
ヤ
識
と
い
う
考
え
方
は
、
仏
説
で
は

な
い
、
仏
教
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
は
な
り
立
た
な
い
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
水
野
弘
元
先
生
の
お
考
え
を
引
用
し
て
お
き
ま
す
。
先
生
は
一
〇
一
歳
く
ら
い
ま
で
生
き
ら
れ
た
、

た
い
へ
ん
素
晴
ら
し
い
学
者
で
す
。
主
と
し
て
パ
ー
リ
仏
教
を
研
究
さ
れ
た
方
で
す
。『
仏
教
要
語
の
基
礎
知
識
』

（
春
秋
社
、
一
九
七
二
）
と
い
う
、
よ
く
読
ま
れ
る
教
科
書
の
「
無
我
」
の
と
こ
ろ
で
、
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
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お
ら
れ
ま
す
。

無
我
と
は
「
我
が
な
い
」「
我
で
な
い
」
と
な
る
が
、
我
と
は
生
滅
変
化
を
離
れ
た
永
遠
不
滅
の
存
在
と
さ

れ
る
実
体
や
本
体
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
体
や
本
体
は
仏
教
で
は
こ
れ
を
経
験
し
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
が
存
在
す
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
り
、
無
記
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を

問
題
と
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
こ
の
意
味
で
仏
教
で
は
「
実
体
的
な
我
が
な
い
」
と
は
い
え
な
い
が
、
わ
れ

わ
れ
の
世
界
に
お
け
る
一
切
法
が
「
我
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
こ
で
諸
法
無
我
と
は
、
す
べ

て
の
も
の
は
我
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（p.145

）

水
野
先
生
は
、「
我
」
を
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
み
た
い
に
お
さ
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
意
味
で

東
大
系
の
人
で
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
「
無
記
」
と
お
さ
え
て
お
ら
れ
ま
す
。
別
に
『
サ
ン
ユ
ッ
タ
』
を
引
用
し
て

お
ら
れ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
、
ど
こ
か
に
そ
れ
が
意
識
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
パ
ー
リ
仏
典
を
良

く
読
ん
で
お
ら
れ
る
方
で
す
か
ら
。
最
後
の
「
実
体
的
な
我
が
な
い
」
と
は
い
え
な
い
が
、
一
切
法
が
「
我
で
な

い
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
、
と
い
う
の
は
穏
当
な
解
釈
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

仏
教
で
は
外
教
が
説
く
よ
う
な
実
体
本
体
と
し
て
の
形
而
上
学
的
な
我
は
、
こ
れ
を
問
題
と
す
る
こ
と
を

禁
じ
、
こ
れ
を
説
か
な
か
っ
た
が
、
常
識
的
な
我
と
か
仏
教
が
理
想
と
す
る
完
成
さ
れ
た
自
己
と
し
て
の
我

と
か
は
原
始
経
典
の
中
に
も
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
い
る
。
…
…
（p.148

）
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こ
こ
で
中
村
先
生
的
な
、「
完
成
さ
れ
た
自
己
」
と
い
う
も
の
が
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
ぶ
ん
初
期
の

韻
文
経
典
な
ど
を
見
る
と
そ
う
だ
と
水
野
先
生
も
考
え
て
お
ら
れ
た
ん
で
し
ょ
う
。
こ
れ
だ
と
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
的
な
ア
ー
ト
マ
ン
は
認
め
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
理
想
的
な
、
完
成
さ
れ
た
自
己
、
真
実
の
自
己
と
い
う
も
の

は
原
始
経
典
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
水
野
先
生
の
解
釈
で
す
。

な
お
仏
教
は
霊
魂
を
説
く
の
か
否
定
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
外
教
が
説
く
よ
う
な
常
住
の
実
体
と

し
て
の
霊
魂
は
仏
教
で
は
こ
れ
を
説
か
な
い
が
、
人
格
の
主
体
と
し
て
業
を
保
持
し
て
い
る
霊
魂
は
三
世
を

通
じ
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は
不
生
不
滅
で
は
な
く
、
輪
廻
の
主
体
と
し

て
、
業
や
経
験
に
従
っ
て
常
に
変
化
し
つ
つ
連
続
す
る
有
為
法
で
あ
る
。
唯
識
法
相
の
学
説
で
阿
頼
耶
識
と

い
わ
れ
る
も
の
も
こ
れ
に
他
な
ら
な
い
。（p.147

）

水
野
先
生
は
、
人
格
主
体
と
し
て
の
プ
ト
ガ
ラ
を
認
め
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
し
て
も
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
を
ほ

と
ん
ど
、
霊
魂
あ
る
い
は
、
輪
廻
の
主
体
と
等
値
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
上
の
水
野
先
生
の
解
説
は
大
変
面
白
い
と

思
い
ま
す
。
無
記
も
出
て
く
る
し
、
真
実
の
自
己
も
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
的
な
霊
魂
も
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
水
野
先
生
は
極
端
な
無
我
論
を
と
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
や
っ
ぱ
り
東
京
の
人
で
す
。
ど
う
も
私
は
、
東
京

と
関
西
で
「
無
我
」
の
理
解
に
関
し
て
ど
こ
か
齟
齬
が
あ
る
、
違
い
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
印
象
を
未
だ

に
持
ち
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
松
本
さ
ん
は
、
東
京
に
い
て
極
端
な
無
我
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
意
味
を
認

め
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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最
後
に
、「
霊
魂
」
と
い
う
こ
と
で
、『
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
の
「
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
・
ス
ッ
タ
」
と
い
う
も

の
を
引
い
て
お
き
ま
す
。「
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
・
ス
ッ
タ
」
と
い
う
の
は
よ
く
、
仏
教
は
自
殺
を
認
め
る
か
否
か
と
い

う
と
き
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
経
典
で
す
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
と
い
う
非
常
に
重
い
病
気
の
お
坊
さ
ん
が
い
ま
し
て
、
お

釈
迦
さ
ん
に
、「
も
う
自
分
は
死
に
た
い
。
死
に
ま
す
」
と
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
お
釈
迦
さ
ん
は
敢
え
て
止
め

な
か
っ
た
と
い
う
経
典
で
す
。
仏
教
で
は
、
自
殺
と
か
自
死
を
否
定
し
な
い
ん
だ
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
で
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
実
は
大
変
危
険
だ
と
思
い
ま
す
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
は
死
ん
で
ア
ラ
カ
ン
に

な
る
ん
で
す
。
あ
る
い
は
も
う
す
で
に
ア
ラ
カ
ン
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
明
す
る
人
も
い
ま
す
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ

は
実
は
特
別
な
ケ
ー
ス
な
ん
で
す
。
そ
れ
を
一
般
的
に
、
誰
で
も
自
殺
が
認
め
ら
れ
る
ん
だ
と
い
う
拡
大
解
釈

を
、
私
は
し
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
こ
う
い
う
一
節
が
あ
り
ま
す
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
は
ナ
イ
フ
か
な
ん
か
で
首
を
切
っ
て
即
死
す
る
ん
で
す
け

ど
、
彼
は
死
ぬ
間
に
ア
ラ
カ
ン
に
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
た
り
し
ま
す
。
後
代
の
人
は
普
通
の
人
が
こ
の
よ
う
な
形

で
死
ん
だ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
は
ア
ラ
カ
ン
に
な
る
ほ
ど
の
優
れ
た
人
だ
か

ら
、
自
殺
が
許
さ
れ
た
ん
だ
ろ
う
と
考
え
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
経
典
は
こ
ん
な
ふ
う
に
終
わ
り
ま
す
。

比
丘
た
ち
よ
、
お
ま
え
た
ち
は
あ
の
た
ち
こ
め
た
黒
雲
が
東
に
走
り
、
西
に
飛
び
…
…
四
維
に
走
る
の
を
見

た
で
あ
ろ
う
か
」「
は
い
、
見
ま
し
た
」「
比
丘
た
ち
よ
、
こ
れ
は
、
悪
魔
（
魔
波
旬
）
が
、
善
男
子
ヴ
ァ
ッ

カ
リ
の
魂
は
ど
こ
へ
行
っ
た
の
か
と
い
っ
て
、
そ
の
魂
を
捜
し
求
め
て
い
る
す
が
た
で
あ
る
。
し
か
し
比
丘

た
ち
よ
、
善
男
子
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
は
、
そ
の
魂
が
ど
こ
か
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
完
全
な
涅
槃
に
は
い
っ
た
の
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で
あ
る
。（『
バ
ラ
モ
ン
教
典
・
原
始
仏
典
』p.456

）

「
魂
」
と
い
う
言
葉
の
原
語
は
、「
ヴ
ィ
ジ
ャ
ー
ナ
」
と
言
っ
て
「
識
」
で
す
。
あ
る
い
は
「
心
」
と
言
っ
て
も

い
い
で
す
。
こ
こ
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
経
典
に
関
す
る
限
り
、
解
脱
し
な
い
限
り
は
、

人
の
「
心
」
が
輪
廻
す
る
ん
だ
と
言
え
ま
す
。
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
が
亡
く
な
っ
た
後
、
彼
の
「
心
」
が
浮
遊
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
悪
魔
が
捜
し
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
死
ん
だ
人
の
「
心
」
が
、
ち
ょ
う
ど
ア

ー
ト
マ
ン
み
た
い
な
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
は
死
体
を
離
れ
て
次
の
母
胎
に
生

ま
れ
変
わ
り
ま
す
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
に
し
て
も
そ
う
で
す
。
ア
ー
ラ
ヤ
識
も
次
の
母
胎
に
入
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、「
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
・
ス
ッ
タ
」
と
い
う
初
期
の
経
典
の
中
に
は
、
悪
魔
た
ち
が
死
ん
だ
人
の
魂
、

あ
る
い
は
「
識
」
を
一
生
懸
命
捜
し
て
い
る
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
後
の
輪
廻
の
主
体
で
す
。

確
か
に
、
水
野
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
常
住
の
実
体
と
し
て
の
霊
魂
、
す
な
わ
ち
ア
ー
ト
マ
ン

そ
の
も
の
は
仏
教
で
は
説
か
な
い
け
れ
ど
、
人
格
の
主
体
が
行
う
行
為
の
結
果
で
あ
る
、
業
を
保
持
し
て
い
る
霊

魂
は
存
在
す
る
と
初
期
の
仏
教
徒
が
考
え
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
後
に
、
ア
ー
ラ
ヤ
識
み
た
い
な

も
の
が
出
て
く
る
の
は
、
実
は
こ
の
「
ヴ
ァ
ッ
カ
リ
・
ス
ッ
タ
」
に
出
て
く
る
「
魂
」、
あ
る
い
は
「
ヴ
ィ
ジ
ャ

ー
ナ
」（
識
）
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
水
野
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
こ
と
と

よ
く
通
じ
る
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。

も
う
一
回
言
い
ま
す
と
、
仏
教
は
「
無
我
」
だ
か
ら
輪
廻
も
な
け
れ
ば
魂
も
何
も
な
い
と
い
う
ふ
う
に
と
る
の
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は
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
極
端
な
仏
教
観
で
す
。
も
う
一
方
に
必
ず
「
魂
」
と
か
、「
輪
廻
主
体
／
人
格
主
体
」

と
か
、
あ
る
い
は
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
間
は
何
か
そ
こ
に
一
種
の
継
続
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
立
場

も
十
分
に
強
力
な
仏
教
の
思
想
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。「
無
我
」
と
か
「
空
」

と
か
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
知
識
人
の
耳
に
非
常
に
入
り
や
す
い
よ
う
で
す
ね
。
よ
く
テ
レ
ビ
に
出
て
く
る
宮
崎

哲
也
と
い
う
評
論
家
が
い
ま
す
よ
ね
。
彼
は
松
本
さ
ん
や
袴
谷
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
仏
教
を
勉
強
し
た
と
ど
こ
か

に
書
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
彼
は
、
中
観
派
的
な
仏
教
が
好
き
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
現
代
の
知
識
人
に

は
そ
う
い
う
、
あ
の
世
も
な
け
れ
ば
、
御
浄
土
も
な
い
、
だ
け
ど
知
的
に
は
非
常
に
分
か
り
や
す
い
、
哲
学
的
に

分
か
り
や
す
い
、
そ
う
い
う
仏
教
は
受
け
入
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
上
座
部
な
ん
か
も
そ
う
で

す
。
上
座
部
だ
と
、
修
行
す
る
わ
け
で
す
。
修
行
し
て
功
徳
を
積
ん
で
グ
レ
イ
ド
・
ア
ッ
プ
す
る
。
そ
う
い
う
の

は
今
の
人
間
に
は
分
か
り
や
す
い
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
が
本
当
の
仏
教
だ
と
は
、
決
し
て
言
っ
ち
ゃ

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
一
つ
の
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
主
張
で
あ
っ
て
、
長
い
仏
教
の
歴
史
を
見
た
場

合
、
例
え
ば
、
如
来
蔵
思
想
と
い
う
の
は
、
中
国
仏
教
に
お
い
て
非
常
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま

す
。
中
国
仏
教
研
究
者
に
よ
る
と
、
最
下
層
に
い
る
人
た
ち
が
、
お
前
た
ち
に
は
み
ん
な
仏
性
が
あ
る
ん
だ
よ
と

説
か
れ
て
、
人
間
的
に
目
覚
め
る
契
機
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
仏
性
や
如
来
蔵
思
想
の
果
た
し
て
き
た

非
常
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
役
割
を
無
視
し
て
、
こ
れ
は
ブ
ッ
ダ
の
教
え
て
い
る
こ
と
（
無
我
説
）
と
違
う
か
ら
仏
教

じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
批
判
は
、
や
っ
ぱ
り
的
外
れ
じ
ゃ
な
い
か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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註（
１
）
仮
説：

イ
ン
ド
仏
教
思
想
史
上
で
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
文
献
に
説
か
れ
る
「
ア
ー
ト
マ
ン
」（
自

我
・
自
己
）
と
酷
似
す
る
、
人
格
主
体
／
輪
廻
の
主
体
（
プ
ド
ガ
ラ
・
ア
ー
ラ
ヤ
識
）
あ
る
い
は
真
実
の
自
己
（
仏

性
・
如
来
蔵
）
を
認
め
る
潮
流
と
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
か
な
る
意
味
で
も
人
格
主
体
を
認
め
な
い
厳
格
な
「
無
我

説
」
を
説
く
潮
流
が
、
互
い
に
批
判
し
合
い
な
が
ら
、
最
後
期
に
至
る
ま
で
併
存
し
た
。

（
２
）
早
島
鏡
正
・
高
崎
直
道
・
原
実
・
前
田
専
学
著
『
イ
ン
ド
思
想
史
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
一
九
八
二
、
三
六
頁

（
３
）
⑴

ブ
ッ
ダ
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
が
説
く
よ
う
な
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
な
か
っ
た
。（
宮
元
啓
一
・
荒
牧
典
俊

ほ
か
、
佐
々
木
承
周
老
師
）

⑵

ブ
ッ
ダ
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
が
説
く
ア
ー
ト
マ
ン
は
認
め
な
か
っ
た
が
、
自
我
意
識
を
捨
て
て
、「
真
実
の

自
己
」
を
追
求
す
る
こ
と
を
説
い
た
。（
中
村
元
ほ
か
）

⑶

五
蘊
が
す
べ
て
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ど
れ
と
も
同
定
さ
れ
な
い
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
得
な
い
こ
と
が
含
意
さ

れ
る
。（
櫻
部
建
ほ
か
）

（
注
意
）
単
な
る
自
我
意
識
・
所
有
意
識
の
否
定
と
し
て
の
「
無
我
説
」
は
、
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
ア
ー
ト
マ
ン
否

定
に
は
な
ら
な
い
。

（
４
）
『
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
』
プ
ッ
ガ
ラ
・
ス
ッ
タ
『
バ
ラ
モ
ン
教
典
・
原
始
仏
典
』
四
四
四
頁

「
大
王
よ
、
世
の
中
に
は
四
種
類
の
人
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。
四
種
類
と
は
何
か
。
闇
か
ら
闇
に
向
か
っ
て
行
く

者
、
闇
か
ら
光
に
向
か
っ
て
行
く
者
、
光
か
ら
闇
に
向
か
っ
て
行
く
者
、
光
か
ら
光
に
向
か
っ
て
行
く
者
（
の
四
種

類
）
で
あ
る
。」

（
５
）
五
法
蔵
説：

過
去
・
現
在
・
未
来
（＝
有
為
）・
無
為
・
不
可
説
（＝

プ
ド
ガ
ラ
／
ひ
と
／
人
格
主
体：

無
記
）

（
６
）
上
座
部
『
カ
タ
ー
ヴ
ァ
ッ
ト
ゥ
』、
説
一
切
有
部
『
識
身
足
論
』
の
プ
ド
ガ
ラ
論
否
定
参
照
。『
ミ
リ
ン
ダ
王
の
問

い
』
に
最
初
の
無
我
の
証
明
が
現
れ
る
。
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