
宗
学
院
公
開
講
座
（
二
〇
一
六
年
度
）

空
思
想
に
見
る
還
相
回
向

京
都
光
華
女
子
大
学
学
長

一

郷

正

道

は
じ
め
に

こ
ん
に
ち
は
。
勧
学
寮
頭
で
あ
ら
れ
る
徳
永
先
生
に
過
分
な
ご
紹
介
を
頂
き
ま
し
て
、
誠
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

ご
案
内
の
よ
う
な
講
題
（「
空
思
想
に
見
る
還
相
回
向
」）
を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
実
は
お
話
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
っ
て

い
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
掲
げ
て
お
り
ま
す
参
考
書
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
全
部
書
い
て
あ
る
こ
と
ば
か
り
で
、
私
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は

全
然
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

参
考
書

山
口
益
他
『
仏
教
学
序
説
』
平
楽
寺
書
店

一
九
六
一

山
口

益
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
理
想
社

一
九
六
三

長
尾
雅
人
『
中
観
と
唯
識
』
岩
波
書
店

一
九
七
八

藤
田
宏
達
『
浄
土
三
部
経
の
研
究
』
岩
波
書
店

二
〇
〇
七

梶
山
雄
一
『
梶
山
雄
一
著
作
集

第
四
巻

中
観
と
空
Ⅰ
』
春
秋
社

二
〇
〇
八

一
二
八

空
思
想
に
見
る
還
相
回
向



幡
谷

明
『
大
乗
至
極
の
真
宗
』
方
丈
堂
出
版

二
〇
一
三

M
.S
id
erits

a
n
d
S
.K
a
tsu
ra
,
N
a
g
a
rju
n
a
’s
M
id
d
le
W
a
y
,
M
u
lam

ad
h
yam

akakarika
,

W
isd
o
m
P
u
b
lica

tio
n
s,
B
o
sto
n
2013

桂
紹
隆
・
五
島
清
隆
『

樹
『
根
本
中
頌
』
を
読
む
』
春
秋
社

二
〇
一
六

特
に
で
す
ね
、
参
考
書
の
最
後
に
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
桂
先
生
と
五
島
先
生
の
『

樹
『
根
本
中
頌
』
を
読
む
』（
桂
紹
隆
・
五
島
清

隆
、
春
秋
社

二
〇
一
六
）
と
い
う
書
物
が
つ
い
最
近
出
た
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
本
は
本
当
に
画
期
的
な
書
物
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
の
本
を
私
も
拝
読
し
、
今
日
お
話
し
す
る
こ
と
の
内
容
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
非
常
に
有
益
な
本
だ
と
私
は
思
っ
て
お

り
ま
す
。
真
宗
学
専
攻
の
方
は
、

樹
と
い
う
方
の
名
前
を
聞
か
れ
る
と
、『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
書
物
が
す
ぐ
浮
か
ん
で
く
る

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
実
は
そ
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
基
本
的
に
は
『
根
本
中
頌
』、『
中
論
』
を

読
ま
な
け
れ
ば
本
当
の
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
理
解
に
は
至
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
も
ど

う
か
こ
の
書
物
を
み
な
さ
ん
方
の
座
右
の
書
に
な
さ
っ
た
ら
良
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
本
当
に
感
じ
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
具
合
で
、
参
考
書
に
掲
げ
て
い
る
も
の
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
全
部
分
か
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。「
そ
れ
な
ら
な
ん

で
お
前
は
こ
こ
で
講
演
す
る
の
か
」
と
い
う
風
に
言
わ
れ
そ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
仰
る
通
り
で
す
。
そ
の
ご
批
判
は
受
け
止
め

て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
書
物
の
う
ち
、
山
口
、
長
尾
、
梶
山
の
三
人
の
先
生
方
は
も
う
お
浄
土
へ
帰

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
講
筵
に
接
し
た
我
々
学
生
た
ち
も
随
分
と
高
齢
化
し
て
お
り
ま
す
し
、
四
方
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

ん
な
こ
と
で
、
非
常
に

越
な
言
い
方
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
が
『
教
行
信
証
』
の
一
番
最
後
の
部
分
に
、『
安
楽
集
』
の
一
節
を
引
用

な
さ
っ
て
、

前
に
生
れ
ん
も
の
は
後
を
導
き
、
後
に
生
れ
ん
ひ
と
は
前
を
訪
へ
、
連
続
無
窮
に
し
て
、
願
は
く
は
休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
。

一
二
九

空
思
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（
聖
典
全
書2.255

）

と
い
う
、
言
葉
を
引
用
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま
さ
に
先
生
方
の

咳
に
接
し
た
も
の
の
一
人
と
し
て
、
先
生
方
か
ら
学
ん
だ
そ
の

大
事
な
内
容
を
後
世
の
方
々
に
お
伝
え
し
て
い
く
の
が
私
た
ち
の
務
め
で
は
な
い
か
と
、
そ
ん
な
風
に
感
じ
て
い
る
昨
今
で
ご
ざ
い
ま

す
。
た
だ
し
問
題
は
、
そ
の
私
自
身
が
こ
の
先
生
方
の
学
問
内
容
を
し
っ
か
り
と
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
が
非
常
に
忸
怩
た

る
思
い
が
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
現
段
階
に
お
い
て
私
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
み
な
さ
ん
に
お
伝
え
し
た
い
と
思
う
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
最
初
に
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
先
ほ
ど
も
徳
永
先
生
が
言
及
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
す
が
、
講
題
に

「
還
相
廻
向
」
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
て
お
い
た
こ
と
で
す
。
た
ぶ
ん
真
宗
学
を
専
攻
し
て
お
ら
れ
る
方
に
と
っ
て
、
空
思
想
と
還
相
廻

向
は
ど
う
つ
な
が
る
の
か
と
い
う
違
和
感
を
覚
え
ら
れ
る
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
浄
土
教
も
イ
ン
ド
に
お
い
て
発
生

し
展
開
し
た
教
え
で
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
浄
土
教
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
や
は
り
イ
ン
ド
仏
教
思
想
を
も
っ
て
、
そ
の

文
脈
の
な
か
に
お
い
て
、
真
宗
学
に
と
っ
て
大
事
な
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と
で
あ
る
と
、
や
は
り
私
た

ち
は
そ
の
先
生
方
か
ら
教
え
て
頂
き
ま
し
た
の
で
、

越
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

１
）

樹
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
資
料
に
沿
っ
て
、
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
空
思
想
と
い
う
の
は
、
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
（

樹
）
に
よ
っ
て

哲
学
的
に
大
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の

樹
は
Ａ
Ｄ
２
世
紀
く
ら
い
に
南
イ
ン
ド
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
て
活
躍
さ
れ
て
、

「
八
宗
の
祖
」
と
仰
が
れ
る
方
で
あ
り
、
我
々
真
宗
に
と
っ
て
は
七
高
僧
の
第
一
祖
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
大
事
な
方
で
あ
り
ま
す
。
一

般
に
、
こ
の

樹
と
い
う
方
は
、『
般
若
経
』
に
も
と
づ
い
て
「
空
」
の
思
想
を
大
成
し
た
方
だ
と
評
価
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
は

一
三
〇
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確
か
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私
は
そ
れ
だ
け
で
は
少
し

樹
と
い
う
方
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。

私
は
、

樹
に
教
え
ら
れ
る
点
は
特
に
二
つ
あ
る
と
申
し
上
げ
て
み
た
い
の
で
す
。
一
つ
は
、
そ
の
下
に
書
い
て
お
き
ま
し
た
が
、

「
人
間
の
苦
悩
・
迷
い
の
原
因
は
「
言
葉
」（p

ra
p
a
n
ca

・
戯
論
）
に
あ
り
。」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
点
で
す
。
素
晴
ら
し
い

宗
教
者
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ

樹
に
関
し
て
非
常
に
大
事
な
点
は
、

樹
が
お
釈

さ
ま
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て

お
ら
れ
た
か
と
い
う
釈
尊
観
で
す
。
そ
れ
は
、

樹
が
、
お
釈

さ
ま
と
は
大
悲
が
歴
史
的
に
あ
ら
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
、
大
悲
の

具
体
像
と
し
て
お
釈

さ
ま
を
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
、
と
い
う
風
に
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
二
点
が

樹
と
い
う
学
者
の
大

事
な
点
で
あ
り
、
我
々
が
是
非
と
も
理
解
し
な
い
と
い
け
な
い
点
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
、
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
特
に
こ
の
よ
う
な

理
解
が
、
こ
の
後
の
浄
土
教
の
展
開
、
特
に
親
鸞
聖
人
の
教
え
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
大
事
な

樹
像
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
と
私
は
思

っ
て
お
り
ま
す
。

ま
ず
は
第
一
の
点
で
す
。

樹
は
「
人
間
の
苦
悩
の
原
因
は
言
葉
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
喝
破
し
た
方
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

「
言
葉
」
と
い
う
の
は
、「p
ra
p
a
n
ca

」（
プ
ラ
パ
ン
チ
ャ
）
と
い
う
の
が
原
語
で
あ
り
ま
す
。
漢
訳
で
は
「
戯
論
」
と
訳
し
ま
す
。
こ

の
「
戯
論
」
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
厄
介
な
言
葉
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
こ
そ
今
紹
介
し
た
桂
先
生
・
五
島
先
生
の
本
に
詳
し
く
書
か

れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
。
原
意
は
、「
拡
大
し
て
い
く
」「
膨
張
し
て
い
く
」
と
い
う
の

がp
ra
p
a
n
ca

の
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
桂
・
五
島
先
生
の
本
で
は
、
こ
のp

ra
p
a
n
ca

と
い
う
言
葉
を
、
名
詞

で
使
う
時
に
は
「
言
語
的
多
元
性
」、
動
詞
と
し
て
使
う
時
に
は
「
実
体
視
す
る
」
と
い
う
、
そ
う
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
私
は
そ
れ
が
的
確
な
訳
で
あ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
こ
の
「
苦
悩
の
原
因
」
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
申
し
ま
し
た
が
、

仏
教
で
「
苦
」
と
い
え
ば
、
伝
統
的
に
四
苦
八
苦
で
す
。
十
二
支
縁
起
や
四
聖
諦
を
見
る
と
、
そ
の
四
苦
八
苦
の
苦
悩
の
原
因
は
「
無

明
」
と
「
渇
愛
」
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が

樹
と
い
う
方
は
、「
無
明
」
や
「
渇
愛
」
よ
り
先
立
つ
も
の
と
し
て
、「
言
葉
」「
戯
論
」
こ

一
三
一
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そ
が
我
々
の
苦
悩
の
原
因
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
喝
破
さ
れ
た
方
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
非
常
に
貴
重
な
こ

と
で
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
二
番
目
に
掲
げ
ま
し
た

樹
の
釈
尊
観
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
か
ら
の
お
話
の
な
か
で
少
し
ず
つ
ご
理

解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

２
）
空
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
ま
ず
、
講
題
の
初
め
に
掲
げ
ま
し
た
「
空
思
想
」
の
「
空
」
で
あ
り
ま
す
。「
空
」
と
い
う
の
は
、
原
語
的
に
は

「Ś
u
n
y
a

」
と
い
う
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
す
。
こ
のŚ
u
n
y
a

と
い
う
言
葉
は
、「
な
に
な
に
を
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
空
性
は
何
を
欠
い
て
い
る
の
か
。
こ
れ
に
は
決
ま
っ
て
「
自
性
」
と
い
う
専
門
用
語
が
使
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
桂
先

生
は
「
固
有
の
性
質
」
と
訳
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。「
空
」
と
い
う
の
は
、「
固
有
の
性
質
を
欠
い
て
い
る
状
態
」、
そ
れ
を
「
空

性
」
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
固
有
の
性
質
と
い
わ
れ
る
も
の
を
、

樹
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
の
か
と
申
し

ま
す
と
、
そ
れ
が
『
中
論
』
第
十
五
章
に
出
て
く
る
次
の
言
葉
で
す
。

固
有
の
性
質
は
、
作
ら
れ
る
も
の
で
も
な
く
、

﹇
直
接
因
な
ど
の
﹈
他
者
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
中
論15,2

桂
訳
）

と
。
こ
の
二
項
目
で
「
自
性
」（sv

a
b
h
a
v
a

）
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
も
っ
と
今
の
わ
か
り
や
す
い
言
葉
を
あ

え
て
使
え
ば
、
自
律
的
な
存
在
、
あ
る
い
は
恒
常
不
変
な
存
在
、
あ
る
い
は
単
一
性
と
い
っ
た
も
の
、
こ
れ
が
「
自
性
」
と
い
わ
れ
る

こ
と
で
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
自
律
的
、
恒
常
不
変
、
単
一
性
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
何
の
こ
と
を
指
す
の

か
と
言
え
ば
、
こ
れ
が
実
は
「
言
葉
」
で
す
。

「
空
」
と
い
う
考
え
方
を
巡
っ
て
、
実
は
イ
ン
ド
に
お
い
て
す
で
に
早
く
か
ら
い
ろ
い
ろ
議
論
や
誤
解
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ

一
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を
今
か
ら
紹
介
し
て
今
日
の
話
に
入
り
ま
す
。
や
は
り
『
中
論
』
第
二
十
四
章
に
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
り
ま
す
。

も
し
﹇
あ
な
た
が
言
う
よ
う
に
、﹈
こ
の
一
切
が
空
で
あ
る
な
ら
、

﹇
も
の
が
﹈
生
じ
た
り
、
滅
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

﹇
そ
う
す
る
と
、﹈
あ
な
た
に
は
、
聖
者
た
ち
の
四
つ
の
真
実
（
四
聖
諦
）
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。（
中
論24,1

桂
訳
）

と
。
そ
う
い
う
反
論
が
あ
る
の
で
す
ね
。
こ
こ
で
反
論
者
は
、
四
聖
諦
を
挙
げ
て
お
り
ま
す
が
、
さ
ら
に
次
の
反
論
の
詩
句
で
は
三
宝

を
挙
げ
ま
す
。
仏
・
法
・
僧
の
三
宝
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
れ
よ
り
も
世
間
的
な
す
べ
て
の
営
み
、
そ
れ
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う

だ
ろ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
批
判
を
反
論
者
が

樹
に
向
け
て
行
う
わ
け
で
す
。
お
お
よ
そ
反
論
者
た
ち
は
、
こ
の
「
空
」
と
い
う
こ

と
を
「
無
」
と
い
う
言
葉
で
も
っ
て
理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
に
大
き
な
誤
解
が
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。「
無
」
が
ゼ
ロ
に
た
と
え
ら
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
な
れ
ば
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
のŚ

u
n
y
a

と
い
う
言
葉
は
ゼ
ロ
を
意
味
し
ま
す
。
イ
ン
ド
人
は
ゼ
ロ
を
発

見
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
ゼ
ロ
がŚ

u
n
y
a

と
い
う
言
葉
で
す
。
そ
れ
で
は
ゼ
ロ
は
無
で
あ
る
の
か
、
と
言
う
と
ど
う
で
し
ょ

う
。
ゼ
ロ
と
い
う
数
字
は
、
プ
ラ
ス
に
も
な
る
し
マ
イ
ナ
ス
に
も
な
り
ま
す
か
ら
、
単
な
る
無
と
は
違
い
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
の
点
を

間
違
い
の
な
い
よ
う
に
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
い
う
誤
解
も
し
く
は
批
判
に
対
し
て

樹
は
ど
う
答
え

た
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
が
次
の
言
葉
で
す
。

以
上
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
我
々
は
答
え
る
。

あ
な
た
は
、
空
性
に
お
け
る
効
用
╱
〔
あ
る
い
は
〕
目
的
と
空
性
と
空
性
の
意
味
と
〔
そ
の
三
つ
〕
を
知
ら
な
い
〔
理
解
し
て
な

い
〕。
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
無
駄
な
努
力
を
す
る
の
だ
。

（
中
論24,7

桂
訳
、
亀
甲
括
弧
内
講
演
者
）

と

樹
は
反
論
す
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
出
て
き
た
、
空
性
に
お
け
る
効
用
・
目
的
、
そ
れ
と
空
性
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
か
ら
空
性
の

意
味
、
内
容
、
そ
う
い
う
こ
と
を
お
前
ら
は
理
解
し
て
い
な
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
、
そ
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の
よ
う
な
回
答
で
す
。
そ
れ
で
我
々
は
、
そ
れ
を
空
性
・
空
用
・
空
義
と
い
う
、
そ
う
い
う
三
つ
の
言
葉
で
置
き
換
え
ま
し
て
、
空
の

三
態
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
事
柄
を
今
か
ら
一
つ
ず
つ
お
話
し
て
い
き
ま
す
。

３
）
空
の
三
態

１

空
性

ま
ず
最
初
の
「
空
性
」、
こ
れ
は
原
語
がŚ

u
n
y
a
ta

と
い
う
こ
と
で
、
先
の
「Ś

u
n
y
a

」
と
い
う
形
容
詞
に
「ta

」
と
い
う
抽
象
名

詞
を
示
す
語
を
付
け
てŚ

u
n
y
a
ta

と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
な
に
な
に
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
ね
。

で
す
か
ら
こ
こ
に
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
空
性
」
と
い
う
の
は
仏
教
文
献
で
は
無
自
性
と
か
、
真
如
、
法
性
、
勝
義
諦
、

涅
槃
、
無
分
別
智
、
そ
れ
か
ら
光
り
輝
く
こ
こ
ろ
、
あ
る
い
は
法
身
と
シ
ノ
ニ
ム
（
同
義
語
・
類
似
語
）
で
使
わ
れ
る
の
が
普
通
で
す
。

つ
ま
り
空
性
と
は
、
そ
う
い
う
「
固
有
の
性
質
」
を
欠
く
こ
と
、
つ
ま
り
「
自
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
」
で
す
ね
。
も
っ
と

樹
の
言

葉
で
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
「
空
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
戯
論
寂
滅
の
言
亡
慮
絶
の
心
境
、
あ
る
い
は
心
行
寂
滅
の
境
地
、
そ
れ
を
も
っ

て
空
性
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
、
そ
う
い
う
理
解
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
空
性
と
い
う
の
は
、
無
自
性
、
そ

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
戯
論
寂
滅
、
言
葉
が
絶
え
果
て
た
、
そ
の
よ
う
な
境
地
、
心
境
、
あ
る
い
は
心
の
動
き
す
ら
も
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
境
地
を
指
し
て
空
性
と
い
う
言
葉
が
意
味
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
い
ま
問
題
な
の
が
「
な
に
な
に
を
欠
く
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
空
性
と
対
立
す
る
事
柄
と
し
て
、
自
律
的
な
、
恒
常
不
変

な
、
単
一
性
と
い
う
言
葉
を
そ
こ
に
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
に
関
連
し
て
、
卑
近
な
例
で
も
っ
て
空
性
と
い
う
こ
と
の
理
解

に
つ
な
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
生
活
で
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
我
々
が
陥
り
が
ち
な
の
が
、

｜
我
々
と
い
う
よ
り
も

樹
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
存
在
し
た
説
一
切
有
部
と
い
う
部
派
仏
教
の
重
要
な
学
派
｜
、
こ
の
学
派
は
、
言
葉
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に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
実
在
な
も
の
だ
と
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
実
は

樹
は
、
そ
う
い

う
説
一
切
有
部
の
考
え
方
を
批
判
す
る
形
で
も
っ
て
、
そ
う
い
う
言
葉
に
対
応
す
る
も
の
は
な
ん
ら
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
仰

っ
た
わ
け
で
す
。

で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
こ
れ
は
「
机
」
で
す
。
こ
の
机
を
み
な
さ
ん
方
は
お
互
い
に
「
机
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
「
机
」
と
い
う
の
は
よ
く
見
て
み
ま
す
と
、
こ
う
い
う
板
が
張
っ
て
あ
る
。
そ
れ
か
ら
金
具
が
つ
い
て
い
ま
す
ね
。
あ
る
い
は
塗

装
も
し
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
あ
る
い
は
、
こ
う
い
う
「
机
」
と
い
う
も
の
を
作
っ
た
職
人
さ
ん
の
働
き
、
努
力
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の

よ
う
な
こ
と
が
す
べ
て
寄
り
集
ま
っ
て
で
き
て
い
る
の
が
「
机
」
と
い
う
も
の
で
す
。「
机
」
と
い
う
の
は
、
我
々
は
こ
れ
を
も
っ
て

「
机
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
こ
の
「
机
」
と
い
う
も
の
は
永
久
的
に
「
机
」
と
し
て
存
在
す
る
の
か
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
な
い
で
す
よ
ね
。
時
代
が
経
て
ば
傷
が
つ
い
て
く
る
。
早
い
話
、
火
に
く
べ
て
し
ま
え
ば
灰
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、

い
ま
私
が
物
を
置
い
て
、
皆
さ
ん
の
前
で
お
話
さ
せ
て
頂
い
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ
は
「
机
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
も
し
私
が
こ
う
お

尻
を
載
せ
て
し
ま
っ
た
ら
椅
子
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
猫
が
上
が
っ
て
き
て
、
そ
の
猫
が
こ
こ
で
居
眠
り
を
始
め
た
ら
、

こ
れ
は
「
机
」
じ
ゃ
な
く
て
ベ
ッ
ド
に
な
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
っ
た
具
合
に
、「
机
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
存
在
性

は
永
久
的
に
不
変
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と

樹
は
仰
っ
た
の
で
す
ね
。

あ
る
い
は
ま
た
、「
東
京
大
学
」
と
い
う
名
前
、
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、「
東
京
大
学
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
果
た
し

て
実
体
と
し
て
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
所
詮
は
い
く
つ
か
あ
る
学
部
が
集
ま
っ
て
い
る
も
の
を
「
東
京
大
学
」
と
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
「
東
京
大
学
」
を
卒
業
し
た
ら
将
来
は
安
定
だ
し
、
名
誉
で
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
一
生
懸
命
、「
東
京
大

学
」
に
行
こ
う
と
す
る
。
最
近
で
は
幼
稚
園
に
入
る
と
こ
ろ
か
ら
東
京
大
学
を
目
指
し
て
の
教
育
が
起
こ
る
。
ま
さ
に
そ
の
「
東
京
大

学
」
と
い
う
も
の
を
実
体
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
煩
悩
、
そ
れ
か
ら
業
（
行
動
）
が
起
こ
っ
て
く
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
う
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い
う
こ
と
を

樹
は
「
け
し
か
ら
ん
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

あ
る
い
は
、「
癌
」
に
し
た
っ
て
そ
う
で
す
ね
。「
癌
」
と
い
う
の
は
、
あ
れ
は
悪
性
腫
瘍
を
総
称
し
て
「
癌
」
と
い
う
言
葉
を
使
う

よ
う
で
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
細
胞
が
組
織
の
な
か
に
急
速
に
浸
潤
し
た
り
、
あ
る
い
は
拡
張
し
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
も
っ
て

組
織
に
転
移
し
て
い
っ
た
り
す
る
。
そ
う
い
う
一
つ
の
悪
性
の
病
変
で
す
。
病
変
を
「
癌
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
な
に
か
「
癌
」
と
い

う
実
体
が
あ
る
と
我
々
は
思
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
苦
し
め
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思

い
ま
す
ね
。

そ
の
ほ
か
仏
教
の
関
係
の
例
で
よ
く
出
て
く
る
の
は
、
お
布
施
で
す
。
お
布
施
と
い
う
行
為
は
、
私
が
あ
な
た
に
物
を
差
し
上
げ
る
、

そ
の
よ
う
な
形
で
お
布
施
と
い
う
行
為
が
成
り
立
ち
ま
す
。
そ
の
場
合
、
私
と
い
う
主
語
と
あ
な
た
と
い
う
受
取
人
、
そ
れ
か
ら
施
物

と
三
つ
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
受
者
と
施
物
と
施
主
、
こ
の
三
者
に
よ
っ
て
お
布
施
と
い
う
行
為
は
成
り
立
つ
わ
け
で
す
。
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
布
施
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
「
お
れ
が
お
ま
え
に
物
を
や
る
の
だ
」
と
い
う
よ
う
な
、
上
か
ら
の
目
線
に
な
っ
て
み
た
り
、

あ
る
い
は
「
お
れ
が
や
っ
た
の
だ
か
ら
報
酬
が
あ
っ
て
も
当
然
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
っ
た
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
ま
さ
に

煩
悩
で
す
よ
。
そ
う
な
る
と
、
布
施
の
行
為
一
つ
を
と
っ
て
も
、
業
や
煩
悩
が
起
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
を

樹
の
立
場
で
言
う
な
ら
ば
、

こ
の
施
主
と
い
う
の
は
受
者
が
い
る
か
ら
施
主
が
あ
る
。
施
物
が
あ
る
か
ら
施
主
が
成
り
立
ち
ま
す
。
同
じ
こ
と
が
受
者
に
し
て
も
、

施
主
が
い
る
か
ら
受
者
が
成
り
立
つ
。
施
物
が
あ
る
か
ら
受
者
が
成
り
立
つ
と
い
う
形
で
す
。
こ
の
よ
う
に
三
者
が
円
環
的
に
重
な
り

合
っ
て
行
わ
れ
る
の
を
「
三
輪
清
浄
の
布
施
」
と
言
い
、
そ
う
い
う
あ
り
方
で
行
わ
れ
る
布
施
こ
そ
が
布
施
と
し
て
正
し
い
あ
り
方
で

あ
る
と
仏
教
で
は
理
解
し
ま
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
、
施
者
に
実
体
が
あ
る
、
受
者
に
実
体
が
あ
る
、
あ
る
い
は
施
物
も
実
体
的
に
存
在

す
る
と
い
う
考
え
方
で
成
り
立
つ
布
施
の
行
為
と
い
う
の
は
、
決
し
て
清
浄
な
布
施
と
は
言
え
な
い
と
い
う
の
が

樹
の
考
え
だ
と
言

っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
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あ
る
い
は
、
仏
教
の
専
門
用
語
で
「
涅
槃
」
と
い
う
、
悟
り
の
境
地
を
表
す
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
さ
き
ほ
ど
も
申
し
ま
し
た
よ
う

に
、
空
性
の
シ
ノ
ニ
ム
（
同
義
語
・
類
似
語
）
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
説
一
切
有
部
の
者
は
、「
無
為
涅
槃
」
と
言
い
、「
涅
槃
は
永

久
不
変
な
る
実
在
で
あ
る
」
と
。
そ
の
よ
う
に
考
え
、
仏
道
を
求
め
な
が
ら
も
「
涅
槃
」
と
い
う
も
の
を
実
体
視
し
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
い
ま
か
ら
お
話
す
る
「
空
性
」
に
し
て
も
言
葉
に
よ
る
概
念
化
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
で
し
て
、
そ
れ
を

樹
は
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
そ
う
い
う
点
に
お
い
て
、

樹
は
「
我
々
の
苦
悩
の
原
因
と
い
う
も
の
は
、
ま
ず
言
葉

に
あ
る
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
一
つ
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
最
初
に
空
性
の
話
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
空
性
と
い
う
の
は
、
言
葉
の
絶
え
果
て
た
、
心
の
は
た
ら
き
も
な
く

な
っ
た
境
地
で
す
が
、
そ
う
い
う
空
性
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
た
ら
良
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
が

樹
自
身
の
言
葉
で
は

次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
ま
す
。

﹇
真
実
は
﹈
他
に
依
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
寂
静
で
あ
り
、
諸
々
の
言
語
的
多
元
性
（
戯
論
）
に
よ
っ
て
実
体
視
し
て
語
ら

れ
る
こ
と
な
く
、
概
念
的
思
惟
〔
こ
の
概
念
的
思
惟
と
い
う
の
は
、
分
別
と
い
う
こ
と
で
す
け
ど
も
〕
を
離
れ
、
多
義
で
な
い
。

こ
れ
が
﹇
諸
法
の
﹈
真
実
（＝

空
性
）
の
特
徴
で
あ
る
。

（
中
論18,9

桂
訳
、
亀
甲
括
弧
内
講
演
者
）

と

樹
自
身
が
語
る
わ
け
で
す
。
こ
の
『
中
論
』
の
第
十
八
章
九

が
空
性
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、『
中
論
』
の

釈
者

で
有
名
な
月
称
（C

a
n
d
ra
k
ırti

チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
）
の
指
示
に
よ
り
ま
す
。
｜
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
七
世
紀
く
ら
い
に

存
在
し
た
立
派
な
学
者
で
す
｜
。
今
お
読
み
い
た
だ
い
た
部
分
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
空
性
の
定
義
、
真
実
の
特
徴
は
全
部
否
定

形
で
す
。
つ
ま
り
否
定
形
で
し
か
空
性
と
い
う
も
の
は
表
現
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
い
ま
は
五
項
目
挙
げ
て
あ
り
ま
す
が
、

全
部
否
定
形
で
す
。
要
す
る
に
こ
の
空
性
の
世
界
は
言
葉
を
拒
否
し
た
世
界
で
あ
る
、
と
言
っ
て
間
違
い
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
否
定
形
で
し
か
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
形
の
も
の
で
す
か
ら
、「
空
」
と
い
う
考
え
方
は
先
程
来
申
し
上
げ
て
お
り
ま
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し
た
「
無
」、
虚
無
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
す
が
、

樹
自
身
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
は
い
な
い
の
で
す
。

２

空
用

そ
れ
で
は
次
の
問
題
で
、「
空
用
」
と
い
う
用
語
を
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
原
語
的
に
はŚ

u
n
y
a
ta
y
a
m
p
ra
y
o
ja
n
a
m

と

い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
こ
のp

ra
y
o
ja
n
a
m

と
い
う
原
語
は
、
桂
・
五
島
訳
（
桂
・
五
島p

.181

）
を
た
よ
り
に
し
ま
す
と
、
空
性
の

「
効
用
」
と
「（
究
極
的
な
）
目
的
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
合
い
を
も
っ
た
も
の
がp

ra
y
o
ja
n
a
m

の
意
味
と
仰
っ
て
い
ま
す
。
で
す

か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
お
い
て
も
、「
空
性
」
は
無
と
か
ゼ
ロ
、
虚
無
論
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
効
用
、
目
的
を
持
つ
も
の
。「
空

性
」
に
は
、
効
用
、
目
的
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り

樹
は
こ
こ
で
言
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
昔
か
ら
の
仏
教
用
語
を
借

り
る
な
ら
ば
、「
真
空
妙
用
」
と
言
っ
た
り
、「
空
亦
復
空
」
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
で
も
っ
て
示
さ
れ
る
の
が
こ
の
「
空
用
」
と

い
う
こ
と
の
内
容
だ
と
言
っ
て
ま
ず
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
ら
、
そ
の
「
空
用
」
と
い
う
こ
と
を

樹
自
身
は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
と
言
え
ば
、
や
は
り
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ

ー
ル
テ
ィ
（
月
称
）
の
指
示
に
よ
り
ま
す
と
、『
中
論
』
の
第
十
八
章
の
第
五

が
そ
の
「
空
用
」
を
語
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
の
第
五

と
い
う
の
は
、

業
と
煩
悩
と
が
消
滅
す
る
こ
と
に
よ
り
解
脱
が
あ
る
。

業
と
煩
悩
と
は
、
概
念
的
思
惟
〔
分
別
〕
よ
り
生
じ
る
。
諸
々
の
概
念
的
思
惟
は
、
言
語
的
多
元
性
（
戯
論
）
よ
り
生
じ
る
。
し

か
し
、
言
語
的
多
元
性
〔
戯
論
〕
は
、
空
性
に
お
い
て
滅
す
る
。

（
中
論18,5

桂
訳
、
亀
甲
括
弧
内
講
演
者
）

と
、

樹
は
言
う
の
で
す
。
こ
こ
で
空
性
の
効
用
、
目
的
は
何
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、「
戯
論
を
寂
滅
す
る
」、
そ
う
い
う
効
用
、
目
的

を
持
っ
て
い
る
も
の
が
空
性
と
い
う
も
の
で
あ
る
、
と
こ
こ
で
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
決
し
て
空
性
は
無
な
る
も
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の
、
虚
無
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
っ
か
り
と
し
た
は
た
ら
き
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
戯
論
を
寂
滅
す
る
と
い
う
、

そ
う
い
う
は
た
ら
き
を
持
つ
も
の
が
空
性
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

樹
の
考
え
方
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で

樹
は
、
解
脱
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
今
こ
の
第
五

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

樹
の
解
脱
論

で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、

樹
の
言
っ
て
い
る
「
解
脱
」
と
い
う
の
は
「
空
用
」
の
結
果
で
す
。
図
式
化
し
ま
す
と
、

言
語
的
多
元
性
（
戯
論
）
↓
概
念
的
思
惟
（
分
別
）
↓
業
・
煩
悩：

流
転
門

空
性
↓
戯
論
の
滅
↓
分
別
の
滅
↓
業
・
煩
悩
の
滅
↓
解
脱

：

還
滅
門

言
語
的
多
元
性
（
戯
論
）
が
も
と
に
あ
り
、
そ
れ
か
ら
概
念
的
思
惟
（
分
別
）
が
生
ま
れ
る
。
そ
し
て
分
別
に
よ
っ
て
業
・
煩
悩
と
い

う
も
の
が
生
ま
れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
十
二
支
縁
起
で
い
え
ば
流
転
門
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
の

方
は
、
空
性
に
お
い
て
戯
論
が
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
戯
論
が
滅
す
れ
ば
今
度
は
そ
の
逆
で
す
か
ら
、
分
別
が
な
く
な
り
、

業
・
煩
悩
も
起
こ
っ
て
こ
な
い
。
で
あ
る
か
ら
そ
れ
が
解
脱
。
つ
ま
り
、
戯
論
が
空
性
に
お
い
て
滅
す
る
こ
と
、
こ
れ
が

樹
に
と
っ

て
は
解
脱
で
す
。
逆
に
言
う
な
ら
ば
、
空
性
は
戯
論
を
滅
す
る
、
こ
れ
が
解
脱
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
ね
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
｜
こ
れ
も
桂
先
生
・
五
島
先
生
の
本
（
桂
・
五
島p

p
.187

188

）
に
出
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
が
｜
、
そ
の
戯
論
は
空
性
に
お
い
て
「
滅
す
る
」
と
は
い
う
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
完
全
に
消
滅
、
絶
滅
し
て
い
る
の
で
は

な
く
て
、「
空
性
」
に
お
い
て
そ
の
展
開
の
活
動
が
停
止
し
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
抑
圧
さ
れ
る
」
の
原
語
はn

ir-

u
d
h
y
a
te

で
、
右
の

頌
の
訳
で
は
「
滅
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
訳
し
て
あ
り
ま
す
が
、
意
味
的
に
はn

iru
d
h
y
a
te

で
す
か
ら
、「
抑

圧
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
。
そ
れ
か
ら
「
沈
静
化
し
て
い
る
」、
つ
ま
り
寂
静
で
あ
る
こ
と
。
そ
れ
を

樹
は
解
脱
と
言
っ

て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。
な
ぜ
「
滅
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
完
全
な
滅
で
は
な
い
か
と
言
い
ま
す
と
、
例
え
ば
、
お
釈

さ
ま
は
悟
っ

た
後
に
お
説
法
を
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
も
し
も
言
葉
が
滅
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
お
説
法
な
ど
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
初
転
法
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輪
で
し
っ
か
り
説
法
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
戯
論
か
ら
脱
し
て
、
戯
論
が
停
止
し
た
状
況
か
ら
出
て
き
て
言
葉
を
発
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
戯
論
と
い
う
言
葉
も
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
覚
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
思
い
ま
す
ね
。

そ
れ
か
ら
「
空
用
」
と
い
う
言
葉
で
少
し
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
鳩
摩
羅
什
は
「
空
用
」
を
、
空
性
の
目
的
と
か
、

あ
る
い
は
効
用
と
か
、
そ
の
よ
う
に
は
言
わ
な
い
の
で
す
。
ど
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、「
空
因
縁
」
と
、
そ
の
よ
う
な

訳
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
そ
う
し
ま
す
と
、
羅
什
の
理
解
と
い
う
の
は
「
戯
論
寂
滅
」
と
い
う
の
は
空
性
に
向
か
う
と
言
い
ま
す

か
、
空
性
の
た
め
の
原
因
で
あ
り
、
必
須
な
こ
と
で
あ
る
と
。
そ
の
よ
う
な
理
解
を
羅
什
は
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
推
測

で
き
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
確
か
にp

ra
y
o
ja
n
a
m

と
い
う
言
葉
に
は
、ca

u
se

「
原
因
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う

い
う
意
味
で
羅
什
は
、
そ
の
「
空
用
」
は
空
性
に
達
す
る
た
め
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
う

い
う
点
で
、
羅
什
の
理
解
と
い
う
の
は
往
相
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
理
解
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
ね
。
一
方
、
い
ま

お
話
し
て
い
る

樹
の
理
解
の
仕
方
は
、
明
ら
か
に
、
空
性
に
お
け
る
戯
論
寂
滅
は
、
空
性
の
効
用
で
あ
り
、
目
的
で
あ
り
、
空
性
へ

の
停
滞
の
否
定
で
あ
る
と
。
ま
さ
に
「
空
亦
復
空
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
還
相
的
な
理
解
に
な
っ
て
い
る

と
理
解
し
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。

３

空
義

次
は
三
番
目
で
す
。「
空
義
」Ś

u
n
y
a
ta
rth
a

と
い
う
こ
と
で
す
。a

rth
a

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
は
「
意
味
」
と
か
「
内
容
」
と

か
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
こ
のŚ

u
n
y
a
ta
rth
a

「
空
義
」
と
い
う
の
は
原
語
の
上
か
ら
い
う
と
、
空
性
の
具
現
化
、
あ

る
い
は
そ
の
具
体
的
な
内
容
、
空
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
を
「
空
義
」

一
四
〇

空
思
想
に
見
る
還
相
回
向



と
言
う
と
理
解
し
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
さ
ら
に
具
体
的
に
言
え
ば
、「
空
義
」
と
い
う
こ
と
は
、
空
性
が
仏
説
で
あ
る
縁
起

に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
、
と
桂
・
五
島
訳
（
桂
・
五
島p

.182

）
に
は
出
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
教
え
そ
の
も
の
で
す
ね
。「
空
義
」

の
内
容
は
教
え
で
あ
る
と
。
で
す
か
ら
四
聖
諦
の
こ
と
で
も
あ
る
し
、
あ
る
い
は
我
々
浄
土
教
の
者
に
と
っ
て
は
『
大
無
量
寿
経
』
と

い
う
経
典
、
こ
れ
も
ま
さ
に
「
空
義
」
と
い
う
こ
と
に
含
ま
れ
る
内
容
で
あ
る
と
理
解
し
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
「
空
義
」
と

い
う
も
の
を

樹
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
で
も
っ
て
説
明
し
て
い
る
か
。
こ
れ
も
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
の
指
示
に
従
う
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
な
こ
と
だ
と
言
う
の
で
す
。

縁
起
す
る
ほ
ど
の
も
の
、
そ
れ
を
自
分
（

樹
）
は
空
性
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
の
空
性
は
ま
た
、
何
も
の
か
素
材
に
よ
っ
て
構

成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
中
道
で
も
あ
る
。

（
中
論24,18

長
尾
訳
（
長
尾
雅
人
『
中
観
と
唯
識
』
岩
波
書
店

一
九
七
八
、p

.172

）

と
。『
中
論
』
第
二
十
四
章
第
十
八

で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
実
は
「
空
義
」
を
語
る
も
の
だ
と
し
て
引
用
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ

こ
で
問
題
と
な
る
の
が
「
そ
れ
」
と
い
う
代
名
詞
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
が
桂
・
五
島
先
生
の
こ
の
ペ
ー
ジ
（
桂
・
五

島p
p
.177

178,
183

184

）
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
い
ま
『
中
論
』
第
二
十
四
章
の
第
十

八

は
、
左
に
掲
げ
ま
し
た
よ
う
に
図
式
化
、
等
式
化
し
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

縁
起＝

空
性＝

因
施
設＝

中
道

縁
起
と
い
う
も
の
を
空
性
と
い
う
、
と

樹
は
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
空
性
は
し
か
も
「
何
か
の
素
材
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ

と
」
と
言
っ
て
お
り
ま
す
｜
長
尾
先
生
の
訳
で
は
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
｜
が
、
漢
訳
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
因
施
設
と
い

う
言
葉
で
置
き
換
え
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
れ
が
し
か
も
中
道
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
縁
起＝

空
性＝

因
施
設＝

中
道

と
、
こ
う
し
て
こ
の
『
中
論
』
の
第
二
十
四
章
第
十
八

は
等
式
化
し
て
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
さ
て
、
そ
う
し
ま
す
と
、
非
常
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に
大
事
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
空
性
と
い
う
の
は
ま
ず
縁
起
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
縁
起
な
る
も
の
は
空
性
で
あ
る
、

こ
れ
は
わ
か
り
ま
す
。
モ
ノ
は
す
べ
て
縁
起
の
関
係
の
う
ち
に
し
か
存
在
し
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
実
体
は
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
す

ね
。
そ
れ
が
空
性
で
あ
る
と
。
縁
起
の
関
係
に
基
づ
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
す
べ
て
空
性
で
あ
る
と
。
そ
の
空
性
と
い

う
も
の
は
因
施
設
、
い
ろ
い
ろ
の
も
の
、
素
材
に
寄
り
か
か
っ
て
、
素
材
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
り
、
作
ら
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る

と
言
う
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
空
性
が
因
施
設
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
性
は
け
っ
し
て
無
な
る
も
の
、
あ
る
い
は

虚
無
な
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
具
体
的
に
因
施
設
、prajn

aptir
u
pad

aya

と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
理
解
で

き
る
と
言
え
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
こ
に
お
い
て
真
実
と
い
う
も
の
を
知
ら
し
め
る
言
説
、
言
説
の
意
義
、
重
要
性
と
い
う
も
の
が
因
施

設
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
込
め
ら
れ
て
い
る
内
容
だ
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
ね
。
先
ほ
ど
も
戯
論
、p

ra
p
a
n
ca

と
い
う
言
葉
に

は
二
重
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
た
の
で
す
が
、
一
方
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
す
、
そ
れ
で
一
方
で
は
言
葉
を
使
わ
な
い
こ
と
に

は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
表
現
あ
る
い
は
具
体
的
な
も
の
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
両
方
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
も
の
が
「
戯

論
」
の
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
因
施
設
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
性
と
い
う
も
の
が
言
葉
を
使
っ
て
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。

こ
れ
が
因
施
設
と
い
う
こ
と
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
そ
の
次
、
空
性
は
中
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
中
道
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
お
釈

さ
ま
の
最
初
の
説
法
に
お
い

て
、
｜
最
初
の
説
法
と
は
、
四
聖
諦
の
説
教
と
、
中
道
の
説
教
で
す
が
｜
、
苦
と
楽
と
い
う
二
辺
を
離
れ
た
も
の
が
中
道
だ
と
言
わ
れ
、

そ
の
よ
う
な
形
で
中
道
を
説
明
し
て
お
ら
れ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を

樹
は
、
ど
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
有
無

の
二
辺
を
離
れ
る
と
い
う
形
で
中
道
を
語
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
の
第
二
十
四
章
の
第
十
八

が
中
道
を
語
る
も
の
に
な

る
の
か
と
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
説
明
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、
縁
起
と
い
う
の
は
空
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
空
性
と
い
う

も
の
は
固
有
の
性
質
が
否
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
「
有
」（
存
在
）
を
離
れ
た
状
態
で
す
。
こ
れ
が
縁
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起
即
空
性
の
内
容
で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
空
性
と
い
う
の
が
因
施
設
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
因
施
設
だ
と
言
わ
れ

る
か
ぎ
り
は
、「
無
」（
非
存
在
）
と
い
う
あ
り
方
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
有
と
無
の
二
辺
を

離
れ
て
い
る
か
ら
空
性
と
い
う
、
そ
れ
は
中
道
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
理
屈
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、
こ
の
「
空
義
」

の
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
、

樹
が
掲
げ
る
第
二
十
四
章
の
第
十
八

は
、
そ
う
い
う
内
容
、
す
な
わ
ち
縁
起
即
空
性
、
空
性
即
因

施
設
、
因
施
設
即
中
道
と
い
う
内
容
を
含
む
非
常
に
大
事
な
一
つ
の
詩
頌
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

今
、
こ
の
空
性
・
空
用
・
空
義
と
い
う
も
の
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
空
の
三
態
と
い
う
よ
う
に
我
々
は
理
解
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
矢
印
で
も
っ
て
図
式
し
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
ね
。

空
義
↓
空
用
↓
空
性：

入
、
往
相
、
自
利

空
性
↓
空
用
↓
空
義：

出
、
還
相
、
利
他

空
義
か
ら
空
用
に
入
っ
て
、
そ
し
て
空
性
に
達
す
る
、
そ
う
い
う
一
つ
の
流
れ
、
こ
れ
は
入
で
す
ね
。
あ
る
い
は
往
相
、
あ
る
い
は
自

利
を
示
す
流
れ
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
空
性
が
空
用
で
あ
り
、
そ
の
空
用
が
空
義
で
あ
る
、
そ
の
流
れ
は
出
の
流
れ
、
還
相
で
す
ね
。

そ
し
て
利
他
を
示
す
も
の
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
先
ほ
ど
の
第
十
八
章
の
第
五

で
す
が
、
そ
こ
に
、
流
転
門
と
還
滅

門
が
語
ら
れ
る
と
、
桂
先
生
と
五
島
先
生
に
よ
っ
て
理
解
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
と
今
の
こ
の

空
の
三
態
と
の
関
係
で
い
う
な
ら
ば
、
い
わ
ば
流
転
門
と
言
わ
れ
る
も
の
は
具
体
的
に
は
戯
論
で
あ
り
、
分
別
で
あ
り
、
業
・
煩
悩
で

あ
り
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に
こ
の
空
義
の
内
容
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
が
空
性
に
よ
っ
て
、
戯
論
の

滅
と
な
り
ま
す
か
ら
、
空
性
、
空
用
と
き
て
、
分
別
の
滅
↓
業
・
煩
悩
の
滅
↓
解
脱
と
い
う
の
は
ま
さ
に
空
義
の
内
容
だ
と
い
う
風
に

理
解
し
た
ら
良
い
、
理
解
が
可
能
だ
と
い
う
よ
う
に
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
こ
の
空
の
三
態
と
の
関
連
で
、
流
転
門

と
い
う
も
の
を
空
義
の
内
容
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
往
相
・
還
相
の
二
利
、
入
と
出
の
関
係
が
こ
の
空
の
三
態
の
な
か
に
し
っ
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か
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
、
今
お
話
し
ま
し
た
こ
の
空
の
三
態
に
お
い
て
、
還
相
面
を
語
る
こ
と
を

樹
は
か
な
り
重
要
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る

の
で
す
。
こ
れ
は
み
な
さ
ん
方
が
よ
く
耳
に
さ
れ
ま
す
こ
と
と
対
応
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
一
番
わ
か
り
易
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、「
色
即

是
空
、
空
即
是
色
」
と
い
う
有
名
な
『
般
若
心
経
』
の
言
葉
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
こ
れ
を
今
の
こ
の
空
の
三
態
に
対
応
さ
せ
る
と
ど
う

な
る
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
こ
の
「
空
即
是
色
」、
こ
れ
は
空
性
即
縁
起
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
そ
の
空
と
い
う
も
の
、

空
性
と
い
う
も
の
は
、「
是
色
」
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
が
因
施
設
と
言
っ
て
も
良
い
し
、
あ
る
い
は
縁
起
と
言
っ
て
も
良
い
、
そ

う
い
う
対
応
が
可
能
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
、「
色
即
是
空
」
だ
け
の
境
地
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
す
ね
。

や
は
り
「
空
即
是
色
」
と
、
こ
の
言
葉
が
つ
い
て
は
じ
め
て
『
般
若
心
経
』
の
文
言
は
意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
い
ま

紹
介
し
て
い
る

樹
の
理
解
の
仕
方
に
対
応
で
き
る
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

４
）
大
乗
の
仏
教

１

樹
の
釈
尊
観

そ
れ
か
ら
そ
の
次
に
挙
げ
て
お
き
ま
し
た
の
は
、
こ
の
還
相
面
を
如
実
に
語
る
も
の
と
し
て
『
中
論
』
の
一
番
最
後
、
第
二
十
七
章

の
第
三
十

に
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

﹇
人
々
に
対
す
る
﹈
憐
愍
の
情
か
ら
、
一
切
の
﹇
悪
し
き
﹈
見
解
を
断
じ
る
た
め
に
、﹇
縁
起
と
い
う
﹈
正
法
を
説
か
れ
た
ガ
ウ

タ
マ
（＝

仏
陀
）
に
、
私
は
帰
依
い
た
し
ま
す
。

（
中
論27,30

桂
訳
）

こ
の
詩
頌
が
『
中
論
』
の
一
番
最
後
に
出
て
き
ま
す
ね
。
こ
れ
は
ま
さ
に
お
分
か
り
の
通
り
、
お
釈

さ
ま
が
説
法
な
さ
っ
た
の
は
、

人
び
と
に
対
す
る
憐
愍
の
情
、
慈
悲
の
気
持
ち
か
ら
で
す
。
そ
こ
か
ら
こ
の
正
法
、
具
体
的
に
は
縁
起
と
い
う
理
論
を
お
説
き
に
な
っ
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た
と
。
そ
の
よ
う
な
縁
起
を
お
説
き
に
な
っ
た
お
釈

さ
ま
だ
か
ら

樹
自
身
は
帰
依
す
る
の
で
す
と
、
こ
の
詩
頌
に
お
い
て
改
め
て

言
っ
て
い
る
の
で
す
。
実
は
『
中
論
』
の
冒
頭
の
帰
敬

、
そ
こ
に
も
同
じ
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
帰
敬

と
い
う
の
は
、
不

滅
不
生
、
不
断
不
常
、
不
一
不
異
、
不
来
不
去
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
八
不
で
す
。
八
不
と
は
八
の
不
で
す
。
戯
論
寂
滅
の
空
性
に
達
し

て
、
そ
れ
で
そ
の
吉
祥
な
る
縁
起
を
お
説
き
に
な
っ
た
説
法
者
の
中
の
最
高
の
説
法
者
で
あ
る
ブ
ッ
ダ
に
帰
依
し
ま
す
、
敬
礼
し
ま
す

と
『
中
論
』
冒
頭
で

樹
は
仰
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
冒
頭
の
帰
敬

と
、
こ
の
第
二
十
七
章
の
最
後
の

と
い
う
の
は
、
ま
っ
た

く
内
容
を
同
じ
く
す
る
。
そ
こ
に
実
は

樹
と
い
う
方
の
釈
尊
観
、
釈
尊
と
い
う
方
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
は
っ

き
り
と
わ
か
り
ま
す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、

樹
に
と
っ
て
お
釈

さ
ま
は
、
縁
起
と
い
う
最
高
の
真
理
を
お
説
き
く
だ
さ
っ
た
存
在
と

し
て
、
説
法
し
た
世
尊
で
あ
る
か
ら
こ
そ
私
は
帰
依
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
説
法
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
慈
悲
の
あ

ら
わ
れ
で
す
よ
ね
。
一
切
の
衆
生
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
慈
悲
の
あ
ら
わ
れ
が
説
法
と
い
う
具
体
的
な
こ
と
と
し
て
出
て
く
る
の
だ
と
。

そ
う
い
う
説
法
を
な
さ
っ
た
れ
ば
こ
そ
私
、

樹
は
お
釈

さ
ま
に
帰
依
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
お
釈

さ
ま

は
、
三
十
五
歳
で
成
道
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
八
十
歳
で
入
滅
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
お
釈

さ
ま
を
評
価
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の

で
す
ね
。
初
め
て
説
法
を
な
さ
っ
た
と
い
う
、
そ
こ
に
こ
そ
お
釈

さ
ま
の
お
釈

さ
ま
た
る
所
以
が
あ
る
の
だ
と
。
そ
の
よ
う
な
お

釈

さ
ま
だ
か
ら
自
分
は
帰
依
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

樹
は
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
。

歴
史
的
に
慈
悲
と
い
う
こ
と
を
具
現
化
さ
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て

樹
は
お
釈

さ
ま
を
理
解
し
て
お
ら
れ
た
の
だ
と
い
う

こ
と
を
、
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
ね
。

そ
れ
で
、
実
は
親
鸞
聖
人
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
仰
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
の
例
と
し
て
、
こ
こ
に
天
親
和
讃
を
引
用
い
た
し
ま
し
た
。

願
土
に
い
た
れ
ば
す
み
や
か
に

無
上
涅
槃
を
証
し
て
ぞ

す
な
は
ち
大
悲
を
お
こ
す
な
り

こ
れ
を
回
向
と
な
づ
け
た
り

（
聖
典
全
書2.413

）
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と
。
こ
の
よ
う
な
ご
和
讃
が
あ
り
ま
す
ね
。「
願
土
」
と
い
う
の
は
極
楽
浄
土
の
こ
と
で
す
ね
。
浄
土
に
往
っ
た
ら
す
ぐ
に
「
無
上
涅

槃
を
証
し
て
」、
そ
れ
で
「
す
な
は
ち
」
す
ぐ
に
「
大
悲
を
お
こ
す
」
と
い
う
言
葉
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ

と
を
回
向
と
い
う
の
だ
と
、
親
鸞
聖
人
は
仰
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
理
解
に
お
い
て
も
、

樹
に
お
け
る
理
解
と
ま
っ
た
く

同
じ
な
の
で
す
。
仏
道
と
い
う
の
は
、
涅
槃
に
達
し
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
涅
槃
を
証
し
た
上
で
さ
ら
に

そ
こ
に
大
悲
が
出
て
く
る
。
大
悲
を
お
こ
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
本
当
に
悟
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
成
仏
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い

の
だ
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人
も
指
摘
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

２

親
鸞
聖
人
の
浄
土
観

真
宗
学
の
専
門
の
方
の
前
で
は
ば
か
る
の
で
す
が
、
そ
の
浄
土
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
ご
和
讃
（
曇
鸞
讃
）
を
ひ
と
つ
引
用
し
て

お
き
ま
し
た
。

安
楽
仏
国
に
生
ず
る
は

畢
竟
成
仏
の
道
路
に
て

無
上
の
方
便
な
り
け
れ
ば

諸
仏
浄
土
を
す
す
め
け
り

（
聖
典
全
書2.425

）

と
い
う
、
ご
和
讃
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
親
鸞
聖
人
の
浄
土
観
と
い
う
の
が
非
常
に
明
白
に
出
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
皆
様
に
言
う
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
浄
土
と
い
う
も
の
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
で
す
。
浄
土
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か

と
い
う
と
き
、
娑
婆
は
我
々
の
現
世
で
、
そ
の
上
に
浄
土
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
の
上
に
実
は
涅
槃
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
、

い
わ
ば
三
層
の
構
造
で
す
。
た
だ
、
涅
槃
と
浄
土
は
今
の
和
讃
に
よ
れ
ば
非
常
に
す
み
や
か
に
、「
す
な
は
ち
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す

か
ら
非
常
に
近
似
な
関
係
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
涅
槃
と
浄
土
は
は
っ
き
り
違
う
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
聖
人

は
理
解
し
て
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
か
ら
我
々
は
、
臨
終
の
一
念
に
、
要
す
る
に
肉
体
が
滅
び
た
あ
か
つ
き
に
、
か
な
ら
ず
浄
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土
に
ま
い
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
そ
れ
で
浄
土
に
往
っ
た
ら
す
み
や
か
に
、
す
な
は
ち
涅
槃
に
達
す
る
と
。
こ
こ
が
成
仏
で
す
。
浄
土
へ

生
ま
れ
る
、
こ
れ
が
往
生
で
す
。
仏
教
学
の
立
場
で
は
こ
の
よ
う
に
、
往
生
と
成
仏
と
い
う
言
葉
の
使
い
分
け
を
し
っ
か
り
と
し
て
い

る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
浄
土
が
涅
槃
に
到
る
た
め
の
方
便
で
あ
り
、
道
路
だ
と
親
鸞
聖
人
は
は
っ
き
り
仰
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、

こ
の
涅
槃
に
到
達
し
た
ら
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
涅
槃
か
ら
必
ず
大
悲
を
お
こ
す
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
関
係
で
も

っ
て
、
こ
の
娑
婆
・
浄
土
・
涅
槃
、
涅
槃
・
浄
土
・
娑
婆
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
い
る
の
が
、

樹
で
あ
る
し
、
親
鸞
聖
人
の
浄
土

観
で
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
ま
た
「
正
定
聚
」
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
関
係
し
て
き
ま
す
。
藤
田
先
生
に
よ
れ
ば
、
正
定
聚
を
彼
土
と
見
る

か
現
生
と
見
る
か
、
ど
ち
ら
も
可
能
で
あ
る
よ
う
で
す
（
藤
田
前
掲
書p

.436

）。
し
か
し
親
鸞
聖
人
は
現
生
（
現
世
）
に
お
い
て
得
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
（
藤
田
同
書p

.435

）
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
経
典
で
は
極
楽
浄
土
が
正
定
聚
の
位
、
あ
る
い
は
不

退
転
の
位
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
親
鸞
聖
人
は
そ
れ
（
正
定
聚
）
を
現
世
で
の
こ
と
と
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ

し
て
、
そ
の
正
定
聚
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
ワ
ウ
ジ
ヤ
ウ
ス
ベ
キ
ミ
ト
サ
ダ
マ
ル
ナ
リ
」（
一
念
多
念
文
意

左
訓

定
本
親
鸞
聖
人
全
集128

;

聖
典
全
書2.663

）

こ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
革
命
的
な
浄
土
理
解
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
正
定
聚
・
不
退
転
の
位
に
ど
の
よ
う
に
し
て
達
す

る
の
か
と
い
え
ば
、
信
心
獲
得
と
い
う
こ
と
を
仰
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
信
心
獲
得
と
い
う
こ
と
が
簡
単
な
こ
と
な
の
か
ど
う
な
の
か
と
、

非
常
に
強
い
反
省
を
も
っ
て
親
鸞
聖
人
は
考
え
て
お
ら
れ
た
と
思
う
の
で
す
。
特
に
晩
年
に
な
っ
て
「
凡
夫
」
と
い
う
言
葉
に
あ
れ
だ

け
丁
寧
な
定
義
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

凡
夫
と
い
う
は
、
無
明
煩
悩
わ
れ
ら
が
み
に
み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
お
く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、
そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ
お

お
く
、
ひ
ま
な
く
し
て
臨
終
の
一
念
に
い
た
る
ま
で
と
ど
ま
ら
ず
、
き
え
ず
、
た
え
ず
、
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（
一
念
多
念
文
意

聖
典
全
書2.676

85
歳
）

そ
れ
も
八
十
五
、
六
歳
に
な
っ
て
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
に
と
っ
て
は
晩
年
に
い
た
る
ま
で
自
分
は
凡
夫
で
し
か
な
い
と

わ
か
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
自
分
に
、
こ
の
よ
う
な
生
身
の
人
間
に
、
ど
う
し
て
こ
の
現
世
に
お
い

て
往
生
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
と
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
と
ん
で
も
な
い
話
だ
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
し
ょ
う
。
し
か
し
一

方
で
、
ど
こ
で
、
現
世
に
お
い
て
「
救
い
」、「
安
心
」
の
実
感
を
も
ら
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
お
ら
れ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
論
は
自
分
は
正
定
聚
の
位
に
つ
か
せ
て
い
た
だ
く
、
そ
れ
で
も
っ
て
良
し
と
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
も
っ

て
安
心
し
て
臨
終
の
一
念
ま
で
一
歩
一
歩
あ
ゆ
ん
で
い
け
る
と
、
そ
の
よ
う
な
境
地
に
親
鸞
聖
人
は
達
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、

素
人
な
り
に
考
え
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
現
世
往
生
と
い
う
こ
と
を
、
お
東
で
は
か
な
り
強
力
に
言
わ
れ

る
人
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
や
は
り
文
献
の
上
か
ら
言
っ
て
も
あ
り
え
な
い
。
も
っ
と
素
朴
に
、
自
己
に
対
す
る
自
覚
・

懺
悔
が
沸
い
て
く
れ
ば
く
る
ほ
ど
、
自
分
は
凡
夫
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
親
鸞
聖
人
は
非
常
に
お
感
じ
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
私
で
あ
る
の
に
正
定
聚
の
位
に
本
願
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
つ
か
せ
て
い
た

だ
く
と
。
そ
れ
で
安
心
で
あ
る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
喜
び
が
あ
る
と
。
そ
こ
で
感
謝
の
念
仏
と
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
ど
う
し
て
お
念
仏
に
よ
っ
て
浄
土
往
生
が
可
能
な
の
か
と
い
っ
た
大
事
な
問
題
が
発
生
し
ま
す
が
、
今
日
は
そ
れ
ら
に
つ

い
て
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

５
）
釈
尊
と
慈
悲

さ
て
次
で
す
。

樹
に
お
い
て
も
親
鸞
聖
人
に
お
い
て
も
、
無
上
涅
槃
に
達
し
て
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

空
を
悟
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、
必
ず
そ
こ
に
お
い
て
大
悲
を
お
こ
す
と
い
う
考
え
方
が
、
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
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べ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
今
度
は
釈
尊
の
ご
一
生
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
釈

さ
ま
は
八
十
年
の
生
涯
を
お
く
ら
れ
た
の
で
す
が
、
ど
の
出
来
事
が
生
涯
に
お
い
て
大
事
な
こ
と
か
と
言
え
ば
、
成
道
↓
説

法
躊
躇
↓
梵
天
勧
請
↓
初
転
法
輪
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
こ
れ
は
約
四
週
間
（
あ
る
い
は
約
二
ヶ
月
）
の
間
に
展
開
さ
れ
た
精
神
的

葛
藤
の
内
容
で
す
ね
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
形
で
示
さ
れ
ま
す
ね
。
三
十
五
歳
で
悟
り
を
開
か
れ
た
、
つ
ま
り
成
道
さ
れ
た
。
自
分
が

悟
っ
た
こ
と
を
す
ぐ
に
周
り
の
人
々
に
説
け
ば
良
か
っ
た
の
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
そ
れ
を
な
さ
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
説
法
躊

躇
で
す
。
な
ぜ
説
法
を
躊
躇
を
し
た
の
か
。
お
釈

さ
ま
の
言
葉
を
た
ど
る
な
ら
ば
、
一
つ
に
は
自
分
が
悟
っ
た
内
容
が
非
常
に
難
し

く
、
一
般
の
人
に
説
い
て
も
わ
か
り
に
く
く
、
説
く
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
一
般
の
人
が
困
惑
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
。
そ
の
よ
う

な
心
配
が
あ
っ
て
説
法
を
躊
躇
な
さ
っ
た
わ
け
で
す
。
さ
ら
に
現
代
の
学
者
は
、
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
、
先
程
来
問
題
に
し
て
お
り

ま
す
言
葉
に
対
す
る
不
信
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
加
え
る
わ
け
で
す
。（
長
尾
雅
人
『
仏
教
の
源

流
｜
イ
ン
ド
』
中
公
文
庫

二
〇
〇
八
、p
.113

）
お
釈

さ
ま
に
は
言
葉
へ
の
不
信
が
あ
っ
た
、
信
頼
が
な
か
っ
た
と
、
学
者
は
お
っ
し

ゃ
る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
言
葉
を
使
わ
な
け
れ
ば
我
々
は
生
活
で
き
ま
せ
ん
が
、
言
葉
は
本
当
に
真
実
を
伝
え
ら
れ
る
の

だ
ろ
う
か
、
言
葉
は
真
実
を
伝
え
る
本
当
に
正
し
い
手
段
な
の
か
と
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
分
析
す
る
の
で

す
。
た
と
え
ば
、
冷
暖
自
知
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
真
実
に
気
づ
く
、
真
実
を
悟
る
こ
と
の
具
体
的
な
例
と
し
て
昔
か
ら

よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
北
極
は
ど
ん
な
に
寒
い
と
言
葉
で
い
く
ら
説
明
さ
れ
て
も
、
そ
の
本
当
の
冷
た
さ
や
寒
さ
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

赤
道
直
下
の
南
方
が
暑
い
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
の
程
度
暑
い
か
な
ど
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
冷
と
か
暖
を
本
当
に
知
ろ
う
と
す

る
な
ら
ば
自
分
で
現
地
へ
行
っ
て
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
行
っ
て
は
じ
め
て
冷
暖
と
い
う
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で

あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
冷
暖
自
知
と
い
う
こ
と
で
す
。
結
局
、
悟
り
の
内
容
と
は
言
葉
で
は
い
ろ
い
ろ
表
現
で
き
る

け
れ
ど
も
、
本
当
に
言
葉
で
も
っ
て
真
実
を
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
。
そ
れ
で
お
釈

さ
ま
は
説
法
を
躊
躇
さ
れ
た
の
で
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は
な
い
の
か
と
考
え
る
の
で
す
。
ま
と
め
ま
す
と
、
一
つ
は
悟
ら
れ
た
内
容
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
そ
れ
を
伝
え
る
た

め
の
言
葉
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
信
、
言
葉
で
は
本
当
の
真
実
は
伝
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
お
気
持
ち
が
あ
っ
た
か
ら
説
法
を
躊
躇
さ

れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

そ
れ
で
そ
の
後
に
、
か
な
ら
ず
梵
天
勧
請
と
い
う
物
語
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
経
典
の
作
者
は
す
ご
く
頭
の
良
い
人
で
あ
る

と
私
は
思
い
ま
す
ね
。
梵
天
と
い
う
の
は
天
の
神
様
で
す
。
そ
の
天
の
神
様
が
地
上
に
降
り
て
く
る
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
で
す
よ

ね
。
し
か
も
梵
天
は
そ
の
当
時
の
イ
ン
ド
宗
教
界
の
代
表
的
な
神
様
で
す
。
こ
ん
な
す
ご
い
神
が
ど
う
し
て
地
上
に
降
り
て
来
る
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
一
節
を
挿
入
す
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
に
よ
っ
て
当
時
の
イ
ン
ド
思
想
史
の
流
れ
の
逆
転
を
説
明
す
る
の
で
す
。

梵
天
を
神
と
す
る
バ
ラ
モ
ン
教
が
ず
っ
と
権
力
を
握
り
、
カ
ー
ス
ト
制
度
を
は
じ
め
と
す
る
封
建
的
な
社
会
体
制
を
敷
き
人
民
を
支
配

し
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
バ
ラ
モ
ン
教
と
い
う
宗
教
で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
紀
元
前
５
、
６
世
紀
に
な
っ
て
お
釈

さ
ま
が
出
て

こ
ら
れ
た
。
ジ
ャ
イ
ナ
教
な
ど
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
。
そ
の
お
釈

さ
ま
と
い
う
方
は
、
そ
う
い
う
主
流
派
に
対
す
る
反
抗
勢
力
で
す
。

反
抗
勢
力
と
し
て
仏
教
は
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
お
釈

さ
ま
の
前
に
バ
ラ
モ
ン
教
の
主
を
ひ
れ
伏
せ
さ
せ
る
わ
け
で
す
。

梵
天
が
三
回
に
わ
た
っ
て
お
釈

さ
ま
に
向
か
い
、
お
悟
り
に
な
っ
た
こ
と
を
ぜ
ひ
と
も
我
々
に
説
い
て
く
だ
さ
い
と
。
わ
か
る
人
も

い
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
人
も
い
る
、
し
か
し
、
わ
か
ら
な
い
人
よ
り
は
わ
か
る
人
の
方
が
多
い
は
ず
だ
か
ら
、
ち
ょ
う
ど
池
に
蓮
が
咲

い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
蓮
は
す
で
に
華
を
咲
か
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
蓮
も
あ
る
か
と
思
え
ば
、
湖
面
す
れ
す
れ
で
も
う
じ
き
咲
く
か
と

い
う
状
況
の
蓮
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
池
の
中
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
蓮
も
あ
る
。
と
に
か
く
、
そ
の
湖
面
す
れ
す
れ
の
蓮
に
肥
料

を
与
え
れ
ば
か
な
ら
ず
華
は
咲
く
の
だ
か
ら
と
、
そ
の
よ
う
な
人
が
多
数
な
の
だ
か
ら
と
、
再
三
に
わ
た
っ
て
梵
天
が
説
法
を
要
請
し

た
と
、
仏
伝
に
は
出
て
き
ま
す
ね
。
そ
の
要
請
に
ほ
だ
さ
れ
て
、
お
釈

さ
ま
は
初
説
法
に
踏
み
切
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
が

成
道
↓
説
法
躊
躇
↓
梵
天
勧
請
↓
初
転
法
輪
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
こ
の
約
四
週
間
に
お
け
る
精
神
的
な
葛
藤
が
そ
こ
に
示
さ
れ
る
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の
で
あ
り
ま
す
が
、
非
常
に
内
容
の
あ
る
仏
伝
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
言
葉
で

も
っ
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

釈
尊：
成
道
↓
説
法
躊
躇
↓
梵
天
勧
請
↓
初
転
法
輪

沈
黙

説
法

無

有

A
B
u
d
d
h
a

T
h
e
B
u
d
d
h
a

個
人

全
人

小
乗

大
乗

智

慈
悲＝

教
説＝

方
便

自
覚
教

救
済
教

自
利

利
他

空
性

空
用

空
義

法
身

受
用
身

変
化
身

無
住
処
涅
槃

仏
の
本
願

法
蔵
菩
薩
の
願
行

菩
薩
行

回
向

浄
土

一
五
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お
悟
り
に
な
っ
て
直
後
、
説
法
を
躊
躇
な
さ
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
は
沈
黙
の
段
階
で
す
。
そ
れ
か
ら
は
じ
め
て
説
法
へ
と
踏
み
切

ら
れ
た
と
い
う
展
開
で
す
。
沈
黙
の
世
界
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
無
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
無
の
世
界
、

そ
れ
が
説
法
に
よ
っ
て
有
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
悟
っ
た
だ
け
で
は
、
こ
れ
はa

b
u
d
d
h
a

で
し
か
な
く
、
一
人

の
覚
者
で
し
か
な
い
で
す
ね
。
そ
れ
が
説
法
し
た
こ
と
に
よ
っ
てth

e
b
u
d
d
h
a

に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
個
人
的

な
も
の
で
あ
っ
た
も
の
が
全
人
的
な
も
の
に
な
る
。
そ
れ
で
そ
の
次
に
小
乗
・
大
乗
と
い
う
言
葉
を
置
い
た
の
で
す
が
、「
小
」
は
当

然
小
さ
い
乗
り
物
、「
大
」
は
大
き
い
乗
り
物
で
す
か
ら
、
小
乗
と
い
う
の
は
一
人
だ
け
が
救
わ
れ
る
、
一
人
だ
け
が
悟
り
の
世
界
に

達
す
る
よ
う
な
乗
り
物
、
そ
れ
に
対
し
て
大
乗
と
い
う
の
は
た
く
さ
ん
の
人
が
彼
の
地
へ
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
大
き
な
乗
り
物
だ
と
。

一
人
で
悟
り
説
法
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
う
小
乗
の
段
階
、
つ
ま
り
独
覚
乗
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
説
法
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
大
乗
の
菩
薩
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
流
れ
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
大
乗
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
大
乗
仏
教
と
い

う
の
は
西
北
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
チ
ベ
ッ
ト
・
中
国
に
伝
わ
っ
た
、
そ
れ
が
大
乗
仏
教
で
あ
っ
て
南
方
仏
教
の
方
は
小
乗

仏
教
だ
と
い
う
」
と
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
り
ま
し
て
、
南
方
仏
教
の
人
は
怒

っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
自
分
た
ち
の
仏
教
を
小
乗
と
は
何
事
だ
と
。
こ
の
よ
う
な
使
い
方
に
対
し
、
誤
解
を
改
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
今
は
、
そ
う
言
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
一
人
の
救
い
だ
け
で
良
し
と
し
て
し
ま
う
の
か
、
す
べ
て
の
人
を
救
う
の
か
と
、

そ
こ
に
小
乗
と
大
乗
と
い
う
言
葉
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
ね
。
こ
の
よ
う
な
大

乗
精
神
を
物
語
る
有
名
な
逸
話
が
、『
維
摩
経
』
に
出
て
く
る
言
葉
で
す
。「
一
切
の
衆
生
が
病
ん
で
い
る
か
ら
、
私
も
ま
た
病
む
の
で

あ
る
。
一
切
の
衆
生
の
病
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
も
病
気
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
だ
」
と
。（
長
尾
雅
人
『『
維
摩
経
』
を
読

む
』
岩
波
現
代
文
庫

二
〇
一
四
、p

.187

）
こ
れ
が
大
乗
精
神
だ
と
。
一
人
の
救
い
だ
け
で
良
し
と
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、

赤
ち
ゃ
ん
が
救
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
赤
ち
ゃ
ん
の
風
邪
が
治
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
母
親
も
精
神
的
に
救
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
と
。
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そ
の
よ
う
な
内
容
が
大
乗
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
我
々
は
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
さ
ら
に
智

か
ら
慈
悲
へ
の
展
開
だ
と
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
ね
。
悟
っ
た
と
い
う
時
点
は
智

の
段
階
で
す
よ
ね
。
だ
け
ど
、
そ
れ
が
説
法
を
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
の
人
々
を
救
わ
ん
と
し
て
説
法
を
な
さ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
慈
悲
で
す
。
慈
悲
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
は
教
説
。
し
か
も
そ
れ
は
方
便
と
い
う
形
で
理
解
で
き
ま
す
。

だ
か
ら
、
智

か
ら
慈
悲
へ
の
展
開
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
は
智

だ
け
で
は
駄
目
で
す
よ
ね
。
慈
悲
だ
け
で
も
駄
目
で
す
。
智

と
慈
悲
が
相
ま
っ
て
は
じ
め
て
仏
教
と
、
特
に
大
乗
仏
教
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
、
自
覚
教
か
ら
救
済
教
へ
の
展
開
と
も
説
明
で
き
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
宗
学
的
に
は
自
利
か
ら
利
他
へ
の
展

開
と
言
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
今
日
述
べ
て
き
た
言
葉
を
適
用
さ
せ
る
な
ら
ば
、
悟
っ
た
段
階
が
空
性
で
す
。
そ
れ
か
ら
説
法
に

踏
み
切
ら
ん
と
す
る
、
戯
論
を
寂
滅
せ
ん
と
す
る
、
そ
れ
が
空
用
、
そ
し
て
そ
れ
が
説
法
と
な
っ
て
初
転
法
輪
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て

く
る
、
そ
れ
が
空
義
で
す
。
よ
っ
て
、
空
性
・
空
用
・
空
義
と
い
う
空
の
三
態
も
こ
の
約
四
週
間
の
プ
ロ
セ
ス
に
読
み
こ
む
こ
と
が
で

き
る
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
仏
の
三
身
説
で
す
。
法
身
・
受
用
身
・
変
化
身
を
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
応
す
れ
ば
理
解
が
し
や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
無
住
処
涅
槃
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
特
に
唯
識
で
使
わ
れ
る
用
語
で
す
が
、
無
住
処
涅
槃
と
い

う
考
え
方
は
、
実
は
受
用
身
と
し
て
の
展
開
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
展
開
を
仏
の
本
願

と
言
っ
て
良
い
と
思
う
の
で
す
。
本
願
と
は
何
か
と
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
が
、
歴
史
的
に
は
実
は
こ
の
よ
う
な
お
釈

さ
ま
に
見
ら
れ

る
心
の
動
向
、
｜
歴
史
上
の
本
願
の
発
生
｜
、
と
理
解
す
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
ね
。
本
願
と
は
、『
大
無
量
寿
経
』
に
出
て
く
る

p
ra
n
id
h
a
n
a

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
てp

ra
n
id
h
a
n
a

を
本
願
と
訳
す
の
で
す
が
、
藤
田
宏
達
先
生
の
本
を
見
ま
す
と
、
こ
の

p
ra
n
id
h
a
n
a

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
利
他
的
な
内
容
を
も
っ
て
使
わ
れ
る
の
は
部
派
仏
教
に
な
っ
て
か
ら
だ
そ
う
で
す
。
部
派
の
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大
衆
部
系
統
の
書
物
に
よ
り
ま
す
と
、
燃
燈
仏
授
記
物
語
で
こ
のp

ra
n
id
h
a
n
a

と
い
う
言
葉
が
利
他
的
な
内
容
を
も
っ
た
本
願
と
し

て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
今
は
お
釈

さ
ま
の
話
で
す
か
ら
、
お
釈

さ
ま
の
と
き
に
本
願
と
い
う
言
葉
を
使
う
の
は
お
か

し
い
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
部
派
仏
教
の
書
物
の
中
で
ジ
ャ
ー
タ
カ
、
本
生
譚
と
し
て
お
釈

さ
ま

を
語
る
と
き
に
非
常
に
利
他
的
な
存
在
と
し
て
の
お
釈

さ
ま
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
で
す
か
ら
部
派
仏
教
で
も
、
お

説
法
な
さ
り
利
他
的
な
は
た
ら
き
を
な
し
た
覚
者
と
し
て
お
釈

さ
ま
を
と
ら
え
て
い
た
の
だ
と
、
理
解
し
て
間
違
い
な
い
と
、
藤
田

先
生
も
仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。（
藤
田
宏
達
『
浄
土
三
部
経
の
研
究
』
岩
波
書
店

二
〇
〇
七
、p

.315

）
そ
う
い
う
点
で
初
転
法
輪
な
さ
れ

た
お
釈

さ
ま
の
動
向
を
、
仏
の
本
願
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
表
現
し
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
さ
ら
に
宗
学
的
な
言
葉
で
言
え
ば
、
法
蔵
菩
薩
の
願
と
行
で
す
。
あ
る
い
は
ま
と
め
て
菩
薩
行
と
言
わ
れ

た
り
も
し
ま
す
。
あ
る
い
は
廻
向
も
、
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
ま

た
、
空
用
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
お
浄
土
だ
と
言
っ
て
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
ま
挙
げ
ま
し
た
重
要
な
言
葉

に
少
し
だ
け
触
れ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
無
住
処
涅
槃
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
本
願
と
か
大
乗
菩
薩
行
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
説
明
さ
れ
ま
す
。「（
菩
薩
は
）
智

を
具
す
る
ゆ
え
に
輪
廻
に
住
せ
ず
、
悲
を
具
す
る
ゆ
え
に
涅
槃

に
住
し
な
い
」（『
大
乗
荘
厳
経
論
』
Ⅱ
9
ｄ

安

釋p
.41a

）、
こ
れ
が
本
願
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
。
こ
れ
を
唯
識
の
文
献
で
は
無
住

処
涅
槃
、
不
住
処
涅
槃
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
言
葉
の
典
拠
は
、『
荘
厳
経
論
』
の
Ⅱ
の
９
ｄ
あ

る
い
は
安

釈
のp

.41a

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
早
島
理
先
生
に
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
今
、
真
宗
学
の
テ
ク
ニ
カ
ル

タ
ー
ム
を
こ
こ
に
挙
げ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
真
宗
学
用
語
の
理
解
も
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
お
い
て
理
解
し
た
ら
分
か
り

や
す
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
次
へ
行
き
ま
し
ょ
う
。
光
明
・
寿
命
無
量
の
本
願
に
つ
い
て
で
す
。
光
明
が
無
量
で
あ
る
、
寿
命
が
無
量
で
あ
る
と
あ
り
ま
す
。
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智

は
光
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
光
は
物
理
的
に
無
量
な
存
在
で
す
よ
ね
。
光
は
輝
き
、
そ
の
輝
き
は
平
等
に
ア
メ
リ
カ
大
陸
も
照
し
、

日
本
列
島
も
照
す
。
そ
こ
に
差
別
は
な
い
。
平
等
に
光
は
闇
を
照
ら
し
、
闇
を
破
っ
て
く
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
平
等

な
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
も
の
だ
と
。
智

と
い
う
の
は
決
し
て
単
な
る
静
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
で
は
な
く
て
、
き
わ
め

て
動
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
な
い
と
い
け
な
い
と
、
そ
こ
か
ら
も
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
慈
悲
と
い
う
の
は
後
得
清
浄
世
間

智
と
専
門
用
語
で
言
わ
れ
る
の
で
す
か
ら
、
智

を
得
て
そ
の
あ
と
に
世
間
を
清
浄
に
す
る
智
の
こ
と
を
慈
悲
と
言
う
と
あ
り
ま
す
。

寿
命
を
も
つ
存
在
は
無
量
で
す
か
ら
、
慈
悲
の
は
た
ら
き
も
無
量
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
光
明
・
寿
命
無
量
、
そ

れ
が
本
願
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
か
ら
廻
向
と
い
う
言
葉
も
出
し
て
お
き
ま
し
た
。
廻
向
と
は
、
原
語
は
振
り
向
け
る
と
い
う
言
葉
で
す
。
何
を
振
り
向
け
る
の

か
と
説
明
す
る
と
、
仏
の
方
か
ら
、
ま
た
は

樹
の
言
葉
を
使
っ
て
言
う
な
ら
ば
空
性
真
如
か
ら
で
す
が
。
空
性
真
如
が
一
切
衆
生
の

側
へ
身
を
傾
け
る
こ
と
、
こ
れ
が
廻
向
で
す
。
衆
生
に
近
づ
き
、
衆
生
の
な
か
に
入
り
、
衆
生
と
事
業
を
同
じ
く
す
る
こ
と
、
こ
れ
が

廻
向
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
本
願
力
廻
向
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
本
願
が
我
々
の
上
に
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。
そ

れ
が
廻
向
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

６
）
空
の
三
態
と
仏
の
三
身

そ
し
て
さ
ら
に
次
の
問
題
は
、
空
の
三
態
と
仏
の
三
身
を
ど
う
対
応
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
書
い
て
お
き
ま
し
た

よ
う
に
、
三
身
は
法
身
・
受
用
身
・
変
化
身
と
言
わ
れ
る
も
の
で
、
法
身
は
自
性
身
と
か
、
受
用
身
は
報
身
と
か
、
変
化
身
は
応
化
身

な
ど
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
三
身
、
仏
の
す
が
た
は
ま
さ
に
空
性
・
空
用
・
空
義
に
対
応
し
て
理
解
し
た
ら
良
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
法
身
が
空
性
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。
法
身
と
い
う
の
は
無
分
別
智
で
す
か
ら
色
も
な
け
れ
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ば
形
も
な
い
す
が
た
、
言
亡
慮
絶
の
境
地
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
眼
に
は
見
え
ま
せ
ん
よ
ね
。
だ
け
ど
そ
れ
は
先
ほ
ど
か
ら
申
し
て

お
り
ま
す
よ
う
に
、
大
悲
へ
と
展
開
す
る
は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
。
そ
れ
が
空
性
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
法
身
の
あ
り
方
だ
と

言
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。
次
に
受
用
身
で
す
。
こ
れ
は
空
用
に
対
応
で
き
る
わ
け
で
す
。
浄
土
教
で
言
え
ば
法
蔵
菩
薩
が
衆
生
を
救
済

す
る
た
め
に
四
十
八
願
を
お
こ
さ
れ
て
浄
土
を
建
立
す
る
の
で
す
が
、
そ
の
浄
土
を
建
立
す
る
は
た
ら
き
が
、
ま
さ
に
そ
の
空
用
で
す

ね
。
戯
論
を
寂
滅
し
て
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
切
衆
生
の
救
済
の
た
め
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
だ
さ
る
の
で
す
か
ら
、
救
お
う
と
す
る

意
楽
・
意
志
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
戯
論
を
寂
滅
す
る
と
い
う
は
た
ら
き
そ
の
も
の
が
空
用
で
あ
り
ま
す
し
、
同
様
に

救
お
う
と
す
る
意
楽
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
そ
れ
は
報
身
に
な
る
わ
け
で
す
。
報
身
と
い
え
ば
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
ね
。
阿
弥
陀
さ
ま

と
い
う
の
は
空
用
と
い
う
あ
り
か
た
の
仏
さ
ま
な
の
だ
と
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
変
化
身
・
応
化
身
で
す
が
、
こ
れ
は
空

義
に
対
応
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
の
意
楽
が
教
説
と
し
て
、
具
体
的
に
は
『
大
無
量
寿
経
』
と
し
て
、
こ
の
世
の
中
に
顕
現

し
て
く
る
こ
と
。
こ
れ
が
空
義
、
応
化
身
の
す
が
た
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
衆
生
が
救
済
さ
れ
て
い
く
と
い
う
仏
の
行
為
、
は
た
ら
き

が
こ
の
応
化
身
の
内
容
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
か
ら
、
ま
さ
に
空
義
と
い
う
こ
と
に
対
応
で
き
る
と
言
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
阿
弥
陀
仏
と
い
う
言
葉
を
そ
こ
に
出
し
て
お
き
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
に
も
若
干
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
阿
弥
陀
さ

ま
は
、
法
蔵
菩
薩
の
時
に
願
を
お
こ
さ
れ
る
。
そ
の
願
に
よ
っ
て
一
切
衆
生
を
救
わ
ん
と
し
て
、
浄
土
を
建
立
な
さ
る
わ
け
で
す
ね
。

で
す
か
ら
そ
の
浄
土
と
い
う
も
の
の
理
解
は
、
漢
字
で
読
め
ば
「
浄
ら
か
な
土
」
と
な
り
ま
す
が
、
し
か
し
基
本
的
に
は
「
土
を
浄
め

る
」
と
い
う
、
は
た
ら
き
と
し
て
、
こ
の
浄
土
と
い
う
も
の
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
切
の
苦
し
ん
で
い
る
者
を
救
わ
ん
と
す
る
本
願
の
は
た
ら
き
、
は
た
ら
く
場
所
と
し
て
の
浄
土
と
い
う

も
の
が
用
意
さ
れ
た
の
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
体
は
後
得
清
浄
世
間
智
で
あ
り
ま
し
て
、
世
間
を

清
浄
に
し
た
い
と
い
う
願
望
を
も
っ
た
仏
さ
ま
の
こ
と
で
、
そ
れ
は
大
悲
そ
の
も
の
で
す
。『
大
経
』
に
は
「
不
取
正
覚
」
と
願
が
説
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か
れ
、
こ
れ
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
存
在
そ
の
も
の
で
す
よ
ね
。
ま
さ
に
こ
れ
が
受
用
身
の
は
た
ら
き
だ
と
言
っ
て
間
違
い
な
い
と
思
い
ま

す
。
今
、
受
用
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
所
受
用
と
能
受
用
と
い
う
言
葉
で
使
わ
れ
ま
す
。（
山
口
益
他
『
仏
教
学
序

説
』
平
楽
寺
書
店

一
九
六
一
、p

.217

）
所
受
用
と
呼
ば
れ
る
の
は
浄
土
に
対
応
す
る
の
で
す
。
ど
の
よ
う
な
事
か
と
言
え
ば
、
空
性
の

世
界
、
無
分
別
智
が
受
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
浄
土
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
能
受
用
と
い
う
の
は
、
大
乗
法
の

説
法
だ
と
あ
り
ま
す
。
一
切
衆
生
を
救
わ
ん
と
し
て
説
法
す
る
行
動
、
こ
れ
が
能
受
用
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
浄
土
と
い
う
の

は
、
所
受
用
・
能
受
用
と
い
う
形
で
も
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
長
尾
先
生
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
は
、

超
越
的
で
あ
り
、
超
歴
史
的
で
あ
り
、
絶
対
的
で
あ
る
と
い
う
一
面
と
、
法
身
・
空
性
・
真
如
か
ら
の
具
象
化
、
現
象
的
、
歴
史
的
と

い
う
一
面
と
、
両
方
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
だ
と
。
そ
れ
が
受
用
身
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
の
内
容
だ
と
理
解
し
た
ら
良
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。（
長
尾
雅
人
『
中
観
と
唯
識
』
岩
波
書
店
一
九
七
八
、

p
.274

）

も
う
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
浄
土
に
関
連
し
て
少
し
触
れ
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。
そ
こ
に
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
の
一
節
を
出

し
て
お
き
ま
し
た
。『
十
住
毘
婆
沙
論
』
と
い
う
書
物
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
も
な
け
れ
ば
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
も
残
っ
て
お
ら
ず
、
漢
訳

し
か
残
っ
て
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
を
理
解
す
る
の
は
大
変
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
な
か
に
浄
土
を
語
る
言
葉
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
、
ご
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

不
浄
を
略
説
す
れ
ば
二
種
あ
り
。
一
つ
は
衆
生
因
縁
を
も
っ
て
、
二
つ
は
行
業
因
縁
を
も
っ
て
。
衆
生
因
縁
と
い
う
は
、
衆
生
の

過
悪
の
ゆ
え
に
。
行
業
因
縁
と
い
う
は
、
諸
行
過
悪
の
ゆ
え
に
。
こ
の
二
事
は
も
う
す
で
に
説
き
お
わ
っ
た
。
こ
の
二
事
を
転
じ

て
、
す
な
わ
ち
衆
生
の
功
徳
、
行
業
功
徳
が
あ
る
。
こ
の
二
功
徳
〔
衆
生
功
徳
と
行
業
功
徳
〕
を
名
づ
け
て
浄
土
と
な
す
。
こ
の

浄
国
土
は
ま
さ
に
諸
菩
薩
の
本
願
因
縁
に
よ
る
と
知
る
べ
し
。

（
大
正26,32a

,15
20

、
亀
甲
括
弧
内
講
演
者
）

と
。
そ
の
よ
う
な
文
言
が
第
三
巻
の
長
行
に
出
て
く
の
で
す
。
こ
れ
を
少
し
図
式
化
し
ま
す
と
、
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衆
生
過
悪

衆
生
功
徳

不
浄

⎭―――⎫＝

⎩―――⎧

浄
土

諸
行
過
悪

転

行
業
功
徳

転：

は
こ
ぶ
、
こ
ろ
が
す
、
さ
け
る
、
す
て
る
（『
新
字
源
』）

衆
生
過
悪
・
諸
行
過
悪
と
は
、
こ
れ
は
具
体
的
に
言
え
ば
我
々
の
日
常
世
間
で
す
ね
。
衆
生
と
い
う
の
は
、
主
体
、
衆
生
は
生
き
と
し

生
け
る
も
の
と
い
う
意
味
で
す
が
、
こ
こ
で
は
諸
行
と
の
関
連
で
言
え
ば
作
者
で
す
。
そ
れ
か
ら
諸
行
は
そ
の
行
為
で
す
ね
。
人
間
が

行
為
を
行
う
、
そ
の
能
・
所
の
関
係
が
そ
の
衆
生
過
悪
・
諸
行
過
悪
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
迷
い
の
世
界
、
空
義
の
世
界
を

示
し
て
い
る
。
そ
の
娑
婆
の
世
界
が
空
性
に
よ
っ
て
滅
す
る
。
そ
し
て
そ
の
空
性
で
戯
論
が
滅
せ
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
今
度
は
、
衆

生
の
功
徳
・
行
業
の
功
徳
に
転
化
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
浄
土
だ
と
い
う
の
が
『
十
住
毘
婆
沙
論
』
に
お
け
る
浄
土
の
理
解
な

の
で
す
ね
。
こ
の
「
転
」
と
い
う
言
葉
が
漢
字
だ
け
な
も
の
で
す
か
ら
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
何
に
当
た
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
の

で
す
が
、
漢
字
だ
け
で
言
い
ま
す
と
「
運
ぶ
」
と
か
「
転
が
す
」
と
か
「
避
け
る
」
と
か
「
捨
て
る
」
と
か
、
こ
の
よ
う
な
意
味
合
い

で
使
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
い
ま
す
と
、
不
浄
の
世
界
を
清
浄
に
し
よ
う
と
、
あ
る
い
は
不
浄
の
世
界
を
転
が

し
て
、
そ
れ
を
避
け
て
い
こ
う
と
。
そ
れ
が
「
転
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
空
用
の
は
た
ら
き
に
値
す
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
理
解
す
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
空
用
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
不
浄
が
転
化
さ
れ
て
功
徳
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ

が
浄
土
だ
と
理
解
す
る
。
で
す
か
ら
漢
訳
で
は
、
浄
土
と
い
う
の
は
菩
薩
の
本
願
の
因
縁
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
の
だ
と
知
り
な
さ
い

よ
と
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。（
山
口
益
『
大
乗
と
し
て
の
浄
土
』
理
想
社

一
九
六
三
、p

.47
51

）

本
日
は
以
上
で
す
が
、
ま
と
め
と
し
て
若
干
申
し
て
お
き
ま
す
。
空
の
思
想
で
は
、
空
性
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
で

終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

樹
は
か
な
り
厳
し
く
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
私
は
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理
解
し
て
い
ま
す
。
一
切
皆
空
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
そ
れ
で
終
わ
り
と
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
大
悲
が

展
開
し
て
い
き
、
一
切
衆
生
の
救
済
に
は
た
ら
い
て
い
く
。
こ
れ
が
空
と
い
う
考
え
方
の
大
事
な
点
だ
と
い
う
こ
と
を

樹
は
強
調
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
世
間
の
衆
生
利
益
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
な
空
の
理
解
と
い
う
も
の
は
本
当
の

空
の
理
解
に
は
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
仏
さ
ま
と
い
う
方
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
「
自
覚
覚
他
覚
行
窮
満
」
と
『
観

経
疏
』（
聖
典
全
書1.658

）
に
は
出
て
き
ま
す
ね
。
だ
か
ら
仏
さ
ま
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
自
分
を
利
す
る
、
自
分
に
目
覚
め
て
、
そ
し

て
利
他
、
他
人
を
利
す
る
、
そ
の
他
者
を
悟
ら
せ
る
は
た
ら
き
、
そ
れ
ら
が
窮
満
し
た
、
完
成
し
た
人
、
そ
れ
を
仏
さ
ま
と
い
う
わ
け

で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
空
性
を
悟
っ
て
目
覚
め
て
、
そ
れ
を
仏
さ
ま
と
言
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
よ
。
あ
く
ま
で
も
利
他
行
を
し
た

う
え
で
も
っ
て
、
自
利
利
他
が
完
成
し
た
人
が
は
じ
め
て
仏
さ
ま
と
言
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に

樹
が
仰
る
こ
と

に
か
な
っ
た
善
導
の
理
解
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
重
ね
て
申
し
ま
す
と
、
今
日
の
話
の
な
か
に
は
真
宗
学
の
専
門
用
語
を
出
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
専

門
用
語
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
場
合
に
も
、
仏
教
思
想
史
の
流
れ
の
な
か
に
お
い
て
、
そ
の
文
脈
の
な
か
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
真

宗
学
の
専
門
用
語
を
理
解
を
す
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
私
は
思
い
ま
す
。
特
に
寺
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
い
き

な
り
親
鸞
聖
人
の
難
し
い
言
葉
を
申
し
て
も
話
を
聞
い
て
く
れ
な
い
で
す
よ
。
で
あ
れ
ば
、
お
釈

さ
ま
の
話
か
ら
徐
々
に
徐
々
に
少

し
ず
つ
伝
え
て
い
っ
て
、
そ
れ
で
親
鸞
聖
人
の
教
え
が
こ
う
い
う
も
の
な
の
だ
と
。
私
だ
け
の
理
解
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
そ
の

よ
う
に
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
な
と
い
う
こ
と
を
日
ご
ろ
思
っ
て
お
り
ま
す
。
真
宗
学
を
専
攻
す
る
方
も
ぜ
ひ
と
も
こ
の

樹
の

思
想
は
一
生
懸
命
学
ん
で
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
な
と
い
っ
た
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
今
日
の
私
の
拙
い
話

は
こ
れ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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