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な
ぜ
法
華
経
は
最
上
の
教
え
な
の
か
（
一
）

―
種
々
の
尺
度
か
ら
考
え
る
―

高
森
大
乗

日
蓮
聖
人
（
一
二
二
二
～
一
二
八
二
）
と
い
え
ば
、
「
あ
を
（
仰
）
ぐ
と
こ
ろ
は
釈
迦
仏
、
信
ず
る
法

は
法
華
経
な
り
」
（
日
蓮
遺
文
『
盂
蘭
盆
御
書
』
一
七
七
六
頁
。
日
蓮
遺
文
の
頁
数
は
『
昭
和
定
本
日
蓮

聖
人
遺
文
』
に
よ
る
）
の
言
葉
が
示
す
通
り
、
娑
婆
有
縁
の
教
主
で
あ
る
久
遠
の
釈
尊
を
仰
ぎ
、
そ
の
至

し

や

ば

う

え

ん

高
の
教
え
で
あ
る
法
華
経
の
た
め
に
生
涯
を
捧
げ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
蓮
聖
人

が
、
な
ぜ
数
多
あ
る
経
典
の
中
か
ら
法
華
経
を
選
び
出
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
難
解
な
理
論
ば
か
り
が
先

行
し
、
そ
の
根
幹
に
あ
る
、
よ
り
明
快
な
尺
度
に
気
付
か
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
。

確
か
に
、
日
蓮
聖
人
が
、
釈
尊
一
代
の
説
法
の
中
か
ら
法
華
経
を
選
び
出
し
た
理
論
に
つ
い
て
は
、
聖

人
自
身
が
種
々
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
、
教

相

判

釈
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の

き
よ
う
そ
う
は
ん
じ
や
く

で
す
。
「
教
相
」
と
は
、
人
間
に
人
相
が
あ
る
よ
う
に
、
経
典
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
経
典
に
特
有
の
「
教
え

の
す
が
た
・
か
た
ち
（
相
）
」
が
あ
る
と
見
な
す
も
の
で
、
「
判
釈
」
と
は
、
釈
尊
の
教
え
の
説
か
れ
た

順
序
・
次
第
を
体
系
的
に
序
列
し
、
教
説
の
内
容
を
比
較
・
整
理
・
分
析
し
て
、
教
義
の
優
劣
（
勝

劣
）

し
よ
う
れ
つ

・
浅
深
を
分
別
・
判
断
・
解
釈
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
略
し
て
「
教

判
」
な
ど
と
も
呼
び
ま
す
。
仏

せ
ん
じ
ん

き
よ
う
は
ん

教
の
各
宗
派
・
学
派
の
多
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
り
所
と
な
る
経
論
を
至
高
と
定
め
る
教
相
判
釈
を
も
っ

て
い
ま
す
。法
華
経
に
基
づ
い
た
教
判
論
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
天
台
大
師
智
■
に
は
『
法
華
玄
義
』

て
ん
だ
い
だ
い
し

ち

ぎ

ほ

つ

け

げ

ん

ぎ

の
三
種
教
相
（
五
時
八
教
を
含
む
）
が
、
日
蓮
聖
人
に
は
『
開
目
抄
』（
五
三
八
頁
以
降
）
の
五
重
相
対
、

さ
ん
し
ゆ
き
よ
う
そ
う

ご
じ
は
つ
き
よ
う

か
い
も
く
し
よ
う

ご
じ
ゆ
う
そ
う
た
い

『
観
心
本
尊
抄
』（
七
一
三
頁
以
降
）
の
四
種
三
段
（
五
重
三
段
）
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

か
ん
じ
ん
ほ
ん
ぞ
ん
し
よ
う

し
し
ゆ
さ
ん
だ
ん

ご
じ
ゆ
う
さ
ん
だ
ん

し
か
し
、
実
は
、
日
蓮
聖
人
の
教
相
判
釈
の
原
点
・
底
流
に
は
、
も
っ
と
明
快
な
根
拠
が
存
在
す
る
の

で
す
。
そ
の
根
本
に
あ
る
基
準
・
尺
度
と
は
、
ま
ず
、
（
１
）
諸
経
典
の
説
法
の
時
期
を
整
序
し
、
法
華

経
が
説
か
れ
た
時
（
説
時
）
を
明
確
に
す
る
こ
と
、
次
に
、
（
２
）
法
華
経
の
説
か
れ
た
前
後
の
経
典
か

せ

つ

じ

ら
法
華
経
が
最
も
勝
れ
た
経
典
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
経
文
を
提
示
し
、
そ
れ
ら
が
法
華
経
の
中
に
説

か
れ
る
説
示
と
矛
盾
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
、
で
し
た
。
こ
の
二
つ
の
点
を
最
低
限
把
握
し
て
さ

え
い
れ
ば
、
法
華
最
勝
の
論
理
は
揺
る
ぎ
な
い
こ
と
を
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
基

本
的
態
度
は
、
日
蓮
聖
人
の
宗
旨
建
立
の
頃
か
ら
最
晩
年
に
至
る
ま
で
、
そ
の
生
涯
を
首
尾
一
貫
し
て
い

た
こ
と
が
理
解
で
き
る
の
で
す
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
日
蓮
聖
人
の
最
初
期
の
代
表
的
遺
文
と
し
て
知
ら
れ
る
『
守
護
国
家
論
』
と
、

し

ゆ

ご

こ

つ

か

ろ

ん

最
晩
年
の
代
表
的
遺
文
『
報
恩
抄
』
の
説
示
を
比
較
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
き
た
い
と

ほ
う
お
ん
し
よ
う

思
い
ま
す
。
い
ま
こ
こ
で
『
守
護
国
家
論
』
と
『
報
恩
抄
』
と
を
採
用
す
る
理
由
に
は
、
以
下
の
六
点
が

あ
り
ま
す
。

（
一
）
両
書
と
も
、
か
つ
て
真
蹟
（
直
筆
・
真
筆
）
が
身
延
山
久
遠
寺
に
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、

し
ん
せ
き

み

の

ぶ

さ

ん

く

お

ん

じ

信
憑
性
が
高
い
と
さ
れ
る
門
弟
の
写
本
が
存
在
す
る
こ
と
。
な
お
、『
守
護
国
家
論
』『
報
恩
抄
』

は
、
い
ず
れ
も
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
一
月
一
〇
日
の
身
延
山
の
大
火
で
焼
失
し
た
た
め
全
文

は
現
存
し
な
い
が
、
『
報
恩
抄
』
に
つ
い
て
は
断
簡
化
し
て
各
地
に
散
在
し
た
た
め
、
真
蹟
の
一

だ
ん
か
ん

部
が
現
存
し
て
い
る
。

（
二
）
両
書
と
も
、
日
蓮
聖
人
の
自
題
（
自
ら
つ
け
た
タ
イ
ト
ル
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。
自
題
が
確
認

じ

だ

い

さ
れ
る
遺
文
は
数
少
な
く
、
自
題
の
存
在
か
ら
、
日
蓮
聖
人
が
そ
れ
ら
の
著
述
に
対
し
て
い
か
に

重
き
を
置
い
て
い
た
か
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
正

元
元
年
（
一
二
五
九
）
述
作
の
『
守
護
国
家
論
』
は
、
日
蓮
聖
人
三
八
歳
の
時
の
著
作
で
、

し
よ
う
げ
ん
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日
蓮
聖
人
が
法
華
経
信
仰
を
宣
言
し
た
建

長
五
年
（
一
二
五
三
）
の
立

教

開

宗
の
六
年
後
、

け
ん
ち
よ
う

り
つ
き
よ
う
か
い
し
ゆ
う

ま
た
前
執
権
北
条
時
頼
に
対
し
て
『
立
正
安
国
論
』
を
上
奏
す
る
文
応
元
年
（
一
二
六
〇
）
の

ほ
う
じ
よ
う
と
き
よ
り

ぶ
ん
お
う

前
年
と
い
う
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。
つ
ま
り
、
日
蓮
聖
人
の
宗
教
の
出
発
点
に
し
た
た

め
ら
れ
た
大
部
の
論
書
の
ひ
と
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
。

（
四
）
『
守
護
国
家
論
』
は
、
『
災
難
興
起
由
来
』
『
災
難
対
治
鈔
』
『
立
正
安
国
論
』
と
続
く
一
連
の
著

さ

い

な

ん

こ

う

き

ゆ

ら

い

さ
い
な
ん
た
い
じ
し
よ
う

り
つ
し
よ
う
あ
ん
こ
く
ろ
ん

作
の
端
緒
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
『
立
正
安
国
論
』
の
草
稿
は
『
災
難
興
起
由
来
』
『
災
難
対
治

鈔
』
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
が
、
『
守
護
国
家
論
』
は
、
そ
の
書
誌
か
ら
推
察
す
る
に
、
一
連

の
執
筆
活
動
あ
る
い
は
諸
宗
と
の
公
場
対
決
に
際
し
て
必
要
な
備
忘
録
的
役
割
を
担
っ
て
い
た

こ
う
じ
よ
う
た
い
け
つ

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
な
ぜ
な
ら
ば
、『
守
護
国
家
論
』
は
、
一
八
紙
半
（
寂
照
院
日
乾

じ
や
く
し
よ
う
い
ん
に
ち
け
ん

の
記
録
に
よ
る
と
表
裏
記
載
で
は
な
い
一
八
紙
半
の
真
蹟
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
）
に
約
二
万
一

千
文
字
に
及
ぶ
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
一
七
紙
両
面
に
約
八
千
七
百
文

字
を
し
た
た
め
た
『
観
心
本
尊
抄
』
と
比
較
し
た
場
合
、『
守
護
国
家
論
』
は
『
観
心
本
尊
抄
』

か
ん
じ
ん
ほ
ん
ぞ
ん
し
よ
う

の
約
四
倍
以
上
の
文
字
数
を
一
面
に
収
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計
算
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
、
他

者
に
披
見
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
の
で
は
な
い
可
能
性
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
五
）
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
述
作
の
『
報
恩
抄
』
は
、
日
蓮
聖
人
晩
年
の
五
五
歳
の
夏
に
身
延
の
地

け

ん

じ

で
著
さ
れ
た
書
で
、
恩
師
道
善
房
の
訃
報
に
接
し
、
自
己
の
半
生
を
綴
り
、
そ
の
結
果
辿
り
着
い

ど
う
ぜ
ん
ぼ
う

た
結
論
を
報
告
し
、
も
っ
て
師
匠
の
恩
に
報
い
徳
に
感
謝
す
る
目
的
で
し
た
た
め
ら
れ
た
と
こ
ろ

か
ら
、そ
こ
に
は
日
蓮
聖
人
の
宗
教
の
辿
り
着
い
た
極
意
が
説
か
れ
て
い
る
と
想
像
さ
れ
る
こ
と
。

（
六
）
『
報
恩
抄
』
は
、
『
観
心
本
尊
抄
』『
以
一
察
万
抄
』
『
取
要
抄
』
『
法
華
取
要
抄
』
か
ら
続
く
一
連

い
い
つ
さ
つ
ま
ん
し
よ
う

し
ゆ
よ
う
し
よ
う

ほ
つ
け
し
ゆ
よ
う
し
よ
う

の
著
作
（
都
守
基
一
稿
「
『
法
華
取
要
抄
』
の
草
案
に
つ
い
て
」
『
大
崎
学
報
』
一
五
四
号
）
の

延
長
線
上
に
位
置
し
、
し
か
も
そ
の
対
告
（
『
報
恩
抄
』
を
差
し
出
し
た
相
手
）
は
、
か
つ
て
の

た
い
ご
う

恩
師
で
あ
る
道
善
房
と
法
兄
と
目
さ
れ
て
い
る
浄
顕
房
・
義
城
房
に
与
え
ら
れ
、
し
か
も
そ
こ

じ
よ
う
け
ん
ぼ
う

ぎ
じ
よ
う
ぼ
う

に
は
「
三
大
秘
法
」
と
呼
ば
れ
る
日
蓮
聖
人
の
宗
教
の
集
大
成
と
も
い
え
る
教
え
が
少
し
く
披
瀝

さ
ん
だ
い
ひ
ほ
う

さ
れ
た
り
、
師
匠
や
法
兄
と
の
間
で
し
か
判
ら
な
い
法
門
の
や
り
と
り
が
読
み
取
れ
る
な
ど
、
教

ほ
う
け
い

義
的
に
も
五
大
部
中
最
要
・
秘
奥
の
著
作
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
。

ご

た

い

ぶ

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
日
蓮
聖
人
の
教
判
論
の
原
点
と
な
っ
た
理
論
、
つ
ま
り
法
華
経
を
至
高
と
判

ず
る
姿
勢
・
論
法
が
、
終
始
一
貫
し
て
矛
盾
な
き
こ
と
を
確
認
す
る
上
で
も
、
日
蓮
聖
人
の
最
初
期
の
論

文
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
『
守
護
国
家
論
』
と
、
日
蓮
聖
人
の
宗
教
の
集
大
成
と
な
っ
た
『
報
恩
抄
』
の
文

言
を
比
較
す
る
こ
と
は
非
常
に
意
義
深
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

次
回
は
、
本
題
に
入
る
前
に
、
基
礎
知
識
と
し
て
、
ま
ず
は
釈
尊
の
生
涯
を
、
一
般
的
な
仏
伝
（
仏
陀

の
生
涯
を
描
い
た
伝
記
文
学
）
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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な
ぜ
法
華
経
は
最
上
の
教
え
な
の
か
（
二
）

―
釈
尊
の
生
涯
を
ふ
り
か
え
る
―

高
森
大
乗

前
回
（
『
法
華
』
九
七
巻
一
号
）
は
、
法
華
経
を
至
高
と
定
め
る
理
論
に
つ
い
て
様
々
の
尺
度
が
あ
る

こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
法
華
経
の
優
勝
性
を
導
き
出
す
際
の
日
蓮
聖
人
の
基
本
的
態
度
が
、

諸
経
典
の
説
か
れ
た
順
序
の
確
認
と
、
法
華
経
な
ら
び
に
そ
の
前
後
の
経
典
の
説
示
の
対
比
に
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
ま
し
た
。

本
号
で
は
、
本
題
に
入
る
前
に
、
基
礎
知
識
と
し
て
、
ま
ず
は
釈
尊
の
生
涯
を
、
一
般
的
な
仏
伝
（
仏

陀
の
生
涯
を
描
い
た
伝
記
文
学
）
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
（
中
村
元
著
『
ブ
ッ
ダ
の
生
涯
』

岩
波
書
店
、
田
上
太
秀
監
修
『
も
う
一
度
学
び
た
い
ブ
ッ
ダ
の
教
え
』
西
東
社
ほ
か
参
照
）。

釈
尊
の
出
自
は
、
カ
ピ
ラ
ヴ
ァ
ス
ツ
（
迦
毘
羅
城
）
を
中
心
と
し
て
国
家
を
形
成
し
て
い
た
サ
ー
キ
ャ

か

ぴ

ら

じ

ょ

う

（
釈
迦
）
族
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
迦
毘
羅
城
の
所
在
地
は
、
現
在
の
ネ
パ
ー
ル
と
イ
ン
ド
の
国

境
付
近
（
ネ
パ
ー
ル
領
の
テ
ィ
ラ
ウ
ラ
コ
ッ
ト
説
と
イ
ン
ド
領
の
ピ
プ
ラ
ワ
ー
説
の
二
説
あ
り
）
に
あ
っ

た
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
釈
尊
は
、
父
シ
ュ
ッ
ダ
オ
ー
ダ
ナ
（
浄
飯
王
）
・
母
マ
ー
ヤ
（
摩
耶
）
の
子

じ
ょ
う
ぼ
ん
の
う

ま

や

と
し
て
誕
生
し
、
名
を
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
（
悉
達
多
・
悉
達
）
と
い
い
ま
し
た
。
我
々
が
用
い
る
「
釈
尊
」

し

っ

だ
っ

た

し
っ
だ
つ

の
尊
称
は
、
「
釈
迦
牟
尼
仏
世
尊
」
の
略
で
、
「
釈
迦
族
（
出
身
）
の
聖
な
る
覚
者
に
し
て
、
こ
の
世
で

し

や

か

む

に

ぶ

つ

せ

そ

ん

最
も
尊
ば
れ
る
者
」
の
意
味
で
す
（
仏
・
世
尊
は
い
ず
れ
も
如
来
の
十

号
）。
釈
尊
の
家
系
に
は
種
々
の

じ
ゅ
う
ご
う

説
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
紹
介
す
る
と
、
別
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
本

図
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
の
は
、後
に
釈
尊
の
弟
子
に
名
を
連
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
者
た
ち
の
中
に
は
、

多
く
家
族
・
親
族
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
日
蓮
聖
人
は
、
釈
尊
に
お
け
る
父

母
六
親
へ
の
孝
養
・
報
恩
の
実
践
の
証
と
さ
れ
ま
す
（
『
報
恩
抄
』
一
一
九
二
頁
）
。

耶
輸
陀
羅

や

し

ゅ

だ

ら

摩
耶

羅
■
羅

ま

や

ら

ご

ら

悉
達
多
（
の
ち
の
釈
尊
）

し
っ
だ
っ
た

師
子
頬
王

浄
飯
王

し
し
き
よ
う
お
う

じ
よ
う
ぼ
ん
の
う

難
陀

な
ん
だ

摩
訶
波
舎
波
提

ま

か

は

じ

や

は

だ

い

白
飯
王

跋
提

は
く
ぼ
ん
の
う

ば
つ
だ
い

提
舎

だ
い
し
や

斛
飯
王

提
婆
達
多

こ
く
ぼ
ん
の
う

だ
い
ば
だ
っ
た

阿
難

あ
な
ん

阿
那
律
（
阿
■
楼
駄
）
※
異
説
あ
り

あ

な

り

つ

あ

ぬ

る

だ

甘
露
飯
王

摩
訶
男

か
ん
ろ
ぼ
ん
の
う

ま

か

な

ん

釈
尊
は
八
〇
歳
の
生
涯
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
釈
尊
の
誕
生
を
仏
教
で
は
降
誕
・
仏
誕
な
ど
と

ご
う
た
ん

い
い
ま
す
が
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
北
伝
仏
教
（
主
に
大
乗
仏
教
）
で
は
紀
元
前
四
六

ほ
く
で
ん

三
年
の
四
月
八
日
、
南
伝
仏
教
（
主
に
部
派
仏
教
・
小
乗
仏
教
）
で
は
紀
元
前
五
六
三
年
の
五
月
四
日
の

な
ん
で
ん

ぶ

は

満
月
の
日
で
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
（
五
月
四
日
説
は
、
最
古
の
仏
教
教
団
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
の
説
）
。

ま
た
、
仏
陀
が
亡
く
な
る
こ
と
を
、
仏
教
で
は
入

滅
（
入

寂
・
仏
滅
・
涅
槃
な
ど
）
と
い
い
ま
す
が
、

に
ゅ
う
め
つ

に
ゅ
う
じ
ゃ
く

ね

は

ん
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釈
尊
の
入
滅
の
時
期
に
つ
い
て
も
諸
説
あ
り
、
北
伝
で
は
紀
元
前
三
八
三
年
、
南
伝
で
は
前
四
八
三
年
と

す
る
の
が
一
般
的
で
、
こ
ち
ら
も
定
説
が
あ
り
ま
せ
ん
。
本
稿
で
は
基
本
的
に
北
伝
の
仏
伝
に
基
づ
い
て

説
明
し
ま
す
。
な
お
、
日
蓮
聖
人
は
、
鎌
倉
時
代
の
通
念
に
従
っ
て
、
中
国
文
献
『
周
書
異
記
』
の
説
に

し
ゅ
う
し
ょ
い
き

よ
り
、
周
の
昭

王
二
四
年
（
前
一
〇
二
九
）
四
月
八
日
を
仏
誕
、
周
の
穆
王
五
二
年
（
前
九
四
九
）
二

し
ょ
う
お
う

ぼ
く
お
う

月
一
五
日
を
仏
滅
と
し
て
い
ま
す
。

釈
尊
に
は
、
前
世
で
の
行
状
を
説
い
た
本
生
譚
（
前
生
譚
）
も
数
多
く
遺
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ

ほ
ん
じ
ょ
う
た
ん

ぜ
ん
し
ょ
う
た
ん

で
は
仏
陀
の
一
生
涯
に
お
け
る
八
つ
の
重
要
な
出
来
事
を
整
理
し
た
「
八
相
（
八
相
成
道
）
」
の
説
明
に

は
っ
そ
う

基
づ
き
な
が
ら
、
そ
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
（
『
四
教
儀
』
『
正
蔵
』
四
六
巻
七
四

五
頁
）
。
な
お
、
大
乗
仏
教
で
は
、
「
八
相
」
は
、
釈
尊
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
仏
陀
に
共
通
す
る
生

涯
の
足
跡
と
さ
れ
ま
す
。

（
１
）
降
兜
率

ご

う

と

そ

つ

「
降
兜
率
」
と
は
、
釈
迦
菩
薩
（
こ
こ
で
は
仏
陀
釈
尊
の
前
生
に
お
け
る
名
と
し
て
用
い
ま
す
）
が
、

し

ゃ

か

ぼ

さ

つ

須
弥
山
の
上
空
に
あ
る
兜
率
天
か
ら
四
州
の
南
閻
浮
堤
（
我
々
の
住
む
娑
婆
世
界
）
に
向
か
い
、
六
牙
の

し

ゅ

み

せ

ん

と

そ

つ

て

ん

し
し
ゅ
う

な
ん
え
ん
ぶ
だ
い

し

ゃ

ば

ろ

く

げ

白

象
に
乗
っ
て
降
下
し
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。

び
ゃ
く
ぞ
う

こ

う

げ

仏
教
（
特
に
小
乗
仏
教
）
の
世
界
観
（
厳
密
に
言
え
ば
、
「
世
」
は
時
間
認
識
、
「
界
」
は
空
間
認
識

に
な
り
ま
す
）
の
ひ
と
つ
に
須
弥
山
世
界
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
界
に
は
九
山
八
海
に

く
せ
ん
は
っ
か
い

よ
っ
て
幾
重
に
も
囲
ま
れ
て
い
る
須
弥
山
と
い
う
山
を
中
心
に
、
巨
大
な
大
海
が
広
が
り
、
そ
の
大
海
上

た
い
か
い

の
東
西
南
北
に
人
間
界
・
畜
生
界
の
衆
生
な
ど
が
住
す
る
四
つ
の
大
陸
（
四
洲
・
四
大
洲
）
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
東
に
東

勝

身

洲
、
西
に
西
牛
貨
洲
（
西
倶
耶
尼
）
、
南
に
南
贍
部
洲
（
南
閻
浮
提
）
、

と
う
し
ょ
う
し
ん
し
ゅ
う

さ
い
ご
け
し
ゅ
う

さ

い

く

や

に

な
ん
せ
ん
ぶ
し
ゅ
う

な
ん
え
ん
ぶ
だ
い

北
に
北
倶
盧
洲
を
配
し
ま
す
。
特
に
南
の
閻
浮
提
は
他
の
三
州
よ
り
も
富
貴
・
苦
楽
な
ど
の
果
報
が
劣
っ

ほ
っ
く
る
し
ゅ
う

て
い
る
の
で
す
が
、
何
よ
り
も
釈
尊
が
出
世
し
た
場
所
で
す
か
ら
、
釈
尊
と
縁
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に

関
し
て
言
え
ば
、
他
州
よ
り
も
は
る
か
に
恵
ま
れ
た
世
界
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
（
定
方
晟
著

『
イ
ン
ド
宇
宙
誌
』
春
秋
社
）。

（
２
）
托
胎
（
入
胎
）

た
く
た
い

に
っ
た
い

「
托
胎
（
入
胎
）
」
と
は
、
釈
迦
菩
薩
が
、
摩
耶
夫
人
の
右
脇
腹
か
ら
入
っ
て
、
胎
内
に
宿
っ
た
こ
と

ま

や

ぶ

に

ん

を
い
い
ま
す
。
摩
耶
懐
妊
の
故
事
は
『
大
方
等
大
集
経
』
（
『
正
蔵
』
一
三
巻
一
四
二
頁
）
な
ど
に
み
え

ま
す
。

（
３
）
出

胎
（
降
誕
）

一
歳
の
四
月
八
日

し
ゅ
っ
た
い

ご
う
た
ん

「
出
胎
（
降
誕
）
」
と
は
、
釈
迦
菩
薩
が
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
（
藍
毘
尼
園
）
に
お
い
て
、
ア
シ
ョ
ー
カ
（
無

ら

ん

び

に

お

ん

憂
樹
）
の
花
に
手
を
の
ば
し
た
摩
耶
夫
人
の
右
脇
腹
か
ら
生
れ
、
七
歩
あ
る
い
て
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」

て
ん
じ
ょ
う
て
ん
げ
ゆ
い
が
ど
く
そ
ん

と
宣
言
し
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。
藍
毘
尼
園
は
釈
尊
の
四
大
聖
地
の
ひ
と
つ
で
す
。

降
誕
を
「
一
歳
」
と
定
め
た
の
は
、
「
暦
」
に
零
年
零
月
零
日
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
、
誕
生
し
た
最

初
の
一
年
目
を
一
歳
と
数
え
た
と
仮
定
し
た
場
合
で
す
。
古
代
イ
ン
ド
の
輪
廻
転
生
思
想
に
よ
れ
ば
、
六

道
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人
間
・
天
上
の
各
界
）
の
衆
生
は
死
後
、
中

陰
と
呼
ば
れ
る
期
間

ち
ゅ
う
い
ん

（
七
七
日
）
を
経
て
、
四
九
日
後
に
別
の
衆
生
に
転
生
（
托
胎
）
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
受

し
ち
し
ち
に
ち

胎
か
ら
誕
生
ま
で
の
胎
児
の
期
間
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
数
え
年

と
い
う
観
念
が
あ
っ
た
か
否
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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さ
て
、
悉
達
多
を
産
ん
だ
摩
耶
夫
人
は
、
生
後
一
週
間
で
亡
く
な
り
、
そ
の
後
は
母
の
妹
、
マ
ハ
ー
プ

ラ
ジ
ャ
パ
テ
ィ
（
摩
訶
波
闍
波
提)

が
養
育
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
悉
達
多
は
、
浄
飯
王
ら
の
期
待
を
一

ま

か

は

じ

ゃ

は

だ

い

身
に
集
め
、
衣
・
食
・
住
い
ず
れ
も
が
恵
ま
れ
た
環
境
を
与
え
ら
れ
、
ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
（
バ
ラ
モ
ン
教
の

カ
ー
ス
ト
制
度
の
第
二
、
王
侯
貴
族
の
階
級
）
の
教
養
と
体
力
を
身
に
つ
け
た
、
多
感
で
し
か
も
聡
明
な

立
派
な
青
年
と
し
て
育
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
一
六
歳
に
な
っ
た
と
き
、
従
妹
の
ヤ
シ
ョ
ー
ダ
ラ

（
耶
輸
陀
羅
）
と
結
婚
し
、
一
子
、
ラ
ー
フ
ラ
（
羅
■
羅
）
を
も
う
け
ま
し
た
。

や

し

ゅ

だ

ら

ら

ご

ら

（
４
）
出
家

一
九
歳
（
一
説
に
二
九
歳
）
の
二
月
八
日

し
ゅ
っ
け

「
出
家
」
と
は
、
悉
達
多
が
、
世
の
無
常
を
観
じ
て
、
こ
れ
ま
で
の
何
不
自
由
な
い
快
楽
主
義
に
甘
ん

じ
た
生
活
を
脱
却
し
、
王
宮
の
迦
毘
羅
城
を
離
れ
て
出
家
者
と
な
っ
て
修
行
の
旅
に
出
た
こ
と
を
い
い
ま

す
。
一
般
に
は
二
九
歳
で
出
家
し
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
が
、
日
蓮
聖
人
は
『
大
智
度
論
』
の
説
に
基
づ
い

だ

い

ち

ど

ろ

ん

て
、
一
九
歳
で
出
家
し
た
と
み
な
し
ま
す
。

こ
の
出
家
の
顛
末
を
寓
話
的
に
表
し
た
の
が
、
迦
毘
羅
城
の
東
南
西
北
の
門
を
出
て
遊
び
、
人
生
の
真

実
を
見
つ
け
よ
う
と
し
た
、
有
名
な
「
四
門
出
遊
」
の
故
事
で
す
。
こ
の
事
件
を
契
機
に
、
悉
達
多
は
、

し
も
ん
し
ゅ
つ
ゆ
う

若
者
も
老
人
に
な
る
、
健
常
者
も
病
人
と
な
る
、
生
者
は
死
者
と
な
る
と
い
う
「
思
い
通
り
に
な
ら
な
い

こ
と
」
（
こ
れ
を
漢
訳
者
は
「
苦
」
と
訳
し
ま
し
た
）
、
所
謂
「
諸
行
無
常
」
の
境
界
を
知
り
、
最
後
に

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

迦
毘
羅
城
の
北
門
か
ら
出
た
と
き
に
、
ひ
と
り
の
出
家
修
行
者
の
充
実
し
た
満
面
の
笑
み
を
見
て
、
自
ら

出
家
の
決
意
を
固
め
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
釈
尊
出
家
の
動
機
が
、
生
老
病
死
の
四
苦
で
あ
る
と
言
わ
れ

し
ょ
う
ろ
び
ょ
う
し

し

く

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
と
き
の
故
事
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

悉
達
多
は
、
最
初
、
仙
人
の
ア
ー
ラ
ー
ラ
・
カ
ー
ラ
ー
マ
（
阿
羅
羅
伽
羅
摩
）
や
ウ
ッ
ダ
カ
・
ラ
ー
マ

あ

ら

ら

か

ら

ま

プ
ッ
タ
（
欝
陀
羅
羅
摩
子
・
欝
頭
羅
弗
）
に
師
事
し
て
伝
統
的
修
行
を
修
め
ま
し
た
。
因
み
に
、
日
蓮
聖

う

だ

ら

ら

ま

し

う

ず

ら

ほ

つ

人
は
、
『
開
目
抄
』
（
五
六
八
頁
）
に
お
い
て
、
悉
達
多
出
家
の
年
よ
り
成
道
の
年
ま
で
の
一
二
年
間
を

か
い
も
く
し
ょ
う

苦
行
・
楽
行
を
修
し
た
期
間
と
み
な
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
修
行
は
真
に
人
間
の
苦
悩
（
思

い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
）
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
悟
り
、
悉
達
多
は
、
彼
ら
の
も
と
を
去
っ
て

マ
ガ
ダ
（
摩
竭
提
）
国
の
セ
ー
ナ
村
や
前
正
覚
山
で
六
年
間
の
苦
行
生
活
に
入
り
ま
し
た
。
し
か
し
な

ま

が

だ

ぜ
ん
し
ょ
う
が
く
さ
ん

が
ら
、
こ
の
六
ヶ
年
に
及
ぶ
苦
行
で
も
根
本
的
解
決
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
悉
達
多
は
、

と
も
に
苦
行
を
行
っ
て
い
た
五
人
の
沙
門
（
■
陳
如
・
阿
湿
婆
恃
・
跋
提
・
摩
訶
男
・
十
力
迦
葉
ら

き
ょ
う
じ
ん
に
ょ

あ

し

ば

っ

じ

ば
つ
だ
い

ま

か

な

ん

じ
ゅ
う
り
き
か
し
ょ
う

五
比
丘
）
と
別
れ
、
ネ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
ラ
ー
川
（
尼
連
禅
河
）
で
沐
浴
し
、
村
娘
ス
ジ
ャ
ー
タ
（
須
闍
陀
）

ご

び

く

に

れ

ん

ぜ

ん

が

す

じ

ゃ

た

の
乳
糜
の
布
施
を
受
け
、
気
力
の
回
復
を
は
か
っ
て
、
ガ
ヤ
ー
（
伽
耶
）
の
ピ
ッ
パ
ラ
樹
（
後
に
釈
迦
牟

ち
ち
が
ゆ

が

や

尼
仏
の
菩
提
樹
と
言
わ
れ
る
樹
）
の
下
で
、
七
七
日
（
四
九
日
間
）
の
観
想
に
入
り
ま
す
。
な
お
、
乳
糜

ぼ

だ

い

じ

ゅ

し
ち
し
ち
に
ち

供
養
の
場
面
を
見
た
五
比
丘
は
、
悉
達
多
が
堕
落
し
た
と
思
い
こ
み
、
そ
の
も
と
を
去
り
ま
す
。

（
５
）
降
魔

ご

う

ま

「
降
魔
」
と
は
、
悉
達
多
が
ガ
ヤ
ー
（
伽
耶
）
の
菩
提
樹
下
で
悟
り
を
開
こ
う
と
し
た
時
、
他
化
自
在
天

た

け

じ

ざ

い

て

ん

（
第
六
天
の
魔
王
）
や
マ
ー
ラ
（
摩
羅
）
を
は
じ
め
と
す
る
天
魔
や
悪
魔
が
襲
来
し
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

ま

ら

尽
く
し
て
邪
魔
を
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
克
服
（
降
伏
）
し
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。

ご
う
ぶ
く

（
６
）
成

道

三
〇
歳
の
一
二
月
八
日
（
一
説
に
三
五
歳
）

じ
ょ
う
ど
う

「
成
道
」
と
は
、
悉
達
多
が
、
伽
耶
に
お
い
て
、
一
二
月
八
日
の
未
明
、
明
星
が
昇
る
と
と
も
に
悟
り

を
開
い
て
覚
者
（
仏
陀
）
と
な
っ
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。
伽
耶
は
釈
尊
の
四
大
聖
地
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら
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れ
ま
す
。
一
般
に
は
三
五
歳
で
悟
り
を
開
い
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
が
、
日
蓮
聖
人
の
場
合
、
三
〇
歳
で
悟

り
を
開
い
た
と
す
る
三
十
成
道
説
を
用
い
ま
す
。

大
乗
仏
教
で
は
、
釈
尊
は
、
こ
の
と
き
悟
り
を
得
た
喜
び
に
ひ
た
り
（
自
受
法
楽
）
、
そ
の
ま
ま
涅
槃

じ
し
ゅ
ほ
う
ら
く

（
無
余
涅
槃
）
に
至
ろ
う
と
考
え
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
梵
天
王
を
は
じ
め
と
す
る

む

よ

ね

は

ん

ぼ
ん
て
ん
の
う

諸
天
が
法
を
説
く
こ
と
を
要
請
（
梵
天
勧
請
）
し
た
の
で
、
釈
尊
は
こ
れ
に
応
え
て
、
菩
薩
た
ち
を
主

ぼ
ん
て
ん
か
ん
じ
ょ
う

な
対
告
（
対
象
）
と
し
て
、
三
七
日
（
二
一
日
間
）
か
け
て
『
華
厳
経
』
を
説
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

さ
ん
し
ち
に
ち

け
ご
ん
ぎ
ょ
う

（
７
）
転
法
論
（
初
転
法
論
）

三
一
歳
の
一
月
八
日
（
一
説
に
三
六
歳
）

て
ん
ぼ
う
り
ん

し
ょ
て
ん
ぼ
う
り
ん

「
転
法
論
（
初
転
法
論
）
」
と
は
、
釈
尊
が
成
道
の
翌
年
、
バ
ー
ラ
ナ
シ
ー
（
波
羅
奈
斯
）
近
郊
の
サ

ば

ら

な

し

ー
ル
ナ
ー
ト
（
鹿
野
苑
）
に
向
か
い
、
か
つ
て
苦
行
を
共
に
し
た
五
人
の
比
丘
に
対
し
て
、
初
め
て
法
を

ろ

く

や

お

ん

説
い
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。
鹿
野
苑
は
釈
尊
の
四
大
聖
地
の
ひ
と
つ
に
あ
た
り
ま
す
。

し

だ

い

せ

い

ち

「
転
法
論
（
法
輪
を
転
ず
る
）
」
と
は
、
仏
陀
が
説
法
す
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。
こ
の
と
き
釈
尊
に
よ

っ
て
説
か
れ
た
経
典
が
、『
阿
含
経
』
と
言
わ
れ
ま
す
。『
阿
含
経
』
で
は
、
四
諦
（
苦
・
集
・
滅
・
道
）

あ
ご
ん
ぎ
ょ
う

し

た

い

く

じ
ゅ
う

め
つ

ど
う

が
説
か
れ
、
苦
行
主
義
で
も
な
く
快
楽
主
義
で
も
な
い
「
中

道
」
と
い
う
偏
ら
な
い
生
き
方
が
示
さ
れ

ち
ゅ
う
ど
う

て
、
そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
「
八
正
道
」
が
明
か
さ
れ
ま
し
た
。
「
中
道
」
と
は
、
対
立
概
念
の
否
定

は
っ
し
ょ
う
ど
う

（
「
Ａ
で
も
な
く
Ｂ
で
も
な
い
」
と
い
う
考
え
方
）
で
あ
り
、
対
立
概
念
の
肯
定
（
「
Ａ
で
も
あ
り
Ｂ
で

も
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
）
に
あ
た
る
「
中
庸
」
と
は
本
質
的
に
異
な
り
ま
す
。「
八
正
道
」
と
は
、
正

見

し
ょ
う
け
ん

（
四
諦
を
自
覚
し
た
正
し
い
見
解
）・
正
思
惟
（
四
諦
を
自
覚
し
た
正
し
い
考
え
・
心
持
ち
）・
正
語
（
四

し

ょ

う

し

い

し
ょ
う
ご

諦
を
自
覚
し
た
正
し
い
言
葉
遣
い
）
・
正

業
（
四
諦
を
自
覚
し
た
正
し
い
行
為
・
所
作
）
・
正

命
（
四

し
ょ
う
ご
う

し
ょ
う
み
ょ
う

諦
を
自
覚
し
た
正
し
い
生
活
）
・
正

精

進
（
四
諦
を
自
覚
し
た
正
し
い
努
力
）
・
正

念
（
四
諦
を
自
覚

し
ょ
う
し
ょ
う
じ
ん

し
ょ
う
ね
ん

し
た
正
し
い
念
想
・
観
念
）
・
正

定
（
四
諦
を
自
覚
し
た
正
し
い
精
神
統
一
・
禅
定
・
三
昧
）
を
い
い

し
ょ
う
じ
ょ
う

ま
す
。

こ
の
時
の
説
法
は
、
『
華
厳
経
』
の
よ
う
な
菩
薩
た
ち
を
対
告
と
し
た
難
解
な
教
え
で
は
な
く
、
出
家

者
の
五
比
丘
を
代
表
と
す
る
人
間
た
ち
を
主
た
る
対
告
と
し
て
説
か
れ
た
平
易
な
教
え
で
あ
り
ま
し
た
。

人
間
に
対
し
て
初
め
て
法
輪
が
転
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
初
転
法
輪
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
よ
り
の
ち
、

娑
婆
世
界
の
人
間
界
の
衆
生
に
対
す
る
、
仏
陀
釈
尊
の
伝
道
・
教
化
が
い
よ
い
よ
始
ま
る
わ
け
で
す
。

釈
尊
が
ど
の
よ
う
な
伝
道
生
活
を
送
っ
た
か
は
定
か
で
あ
り
ま
せ
ん
が
、
十
大
弟
子
（
迦
葉
・
阿
那
律

か
し
ょ
う

あ

な

り

つ

・
富
楼
那
・
迦
旃
延
・
優
婆
離
・
羅
■
羅
・
舎
利
弗
・
目
連
・
阿
難
・
須
菩
提
）
を
は
じ
め
と
す
る
男
性

ふ

る

な

か

せ

ん

ね
ん

う

ば

り

ら

ご

ら

し

ゃ

り

ほ
つ

も
く
れ
ん

あ

な

ん

す

ぼ

だ

い

・
女
性
の
出
家
修
行
者
た
ち
（
比
丘
・
比
丘
尼
）
を
も
う
け
、
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
（
頻
婆
娑
羅
）
王
な
ど
諸

び

く

び

く

に

び

ん

ば

さ

ら

国
の
王
や
在
家
信
者
た
ち
（
優
婆
塞
・
優
婆
夷
）
の
帰
依
を
う
け
て
寄
進
さ
れ
た
竹
林
精
舎
・
祇
園
精
舎

う

ば

そ

く

う

ば

い

ち
く
り
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

あ
る
い
は
霊
鷲
山
な
ど
を
中
心
に
伝
道
・
教
化
に
励
ん
だ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
足
跡
は
、

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

ガ
ン
ジ
ス
中
流
域
の
、
当
時
繁
栄
を
極
め
て
い
た
二
大
都
市
、
マ
ガ
ダ
（
摩
竭
提
）
国
の
首
都
ラ
ー
ジ
ャ

ま

が

だ

グ
リ
ハ
（
王
舎
城
）
か
ら
コ
ー
サ
ラ
（
喬
薩
羅
）
国
の
首
都
シ
ュ
ラ
ー
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
ー
（
舎
衛
城
）
に

お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

き
ょ
う
さ
つ
ら

し
ゃ
え
い
じ
ょ
う

ま
で
及
び
ま
し
た
。

（
８
）
入

滅
（
涅
槃
）

八
〇
歳
の
二
月
一
五
日

に
ゅ
う
め
つ

ね

は

ん

「
入
滅
（
涅
槃
）
」
と
は
、
釈
尊
が
八
〇
歳
で
ク
シ
ナ
ガ
ラ
（
拘
尸
那
竭
羅
）
の
サ
ー
ラ
（
沙
羅
）
樹

く

し

な

が

ら

さ

ら

林
に
お
い
て
歿
し
た
こ
と
を
い
い
ま
す
。
拘
尸
那
竭
羅
は
、
釈
尊
の
四
大
聖
地
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
ま
す
。

八
〇
歳
を
迎
え
た
釈
尊
は
、
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
（
霊
鷲
山
）
に
滞
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
身
体
の
衰
え

と
死
期
を
覚
知
し
、
阿
難
ら
弟
子
と
と
も
に
故
国
の
迦
毘
羅
城
に
向
か
っ
て
、
三
五
〇

に
も
及
ぶ
最
後

km
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の
旅
に
出
ま
し
た
。
途
中
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
（
毘
舎
離
）
国
に
立
ち
寄
り
、
自
身
の
生
涯
を
ふ
り
か

び

し

ゃ

り

え
り
な
が
ら
、
こ
の
世
の
美
し
き
こ
と
、
人
生
の
甘
美
な
る
こ
と
を
説
い
た
と
い
い
ま
す
。
そ
の
後
、
チ

ュ
ン
ダ
（
純
陀
）
の
施
食
を
受
け
て
体
調
が
悪
化
し
、
下
痢
と
下
血
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ

じ
ゅ
ん
だ

ま
す
が
、
釈
尊
は
、
純
陀
を
責
め
て
は
い
け
な
い
と
訓
戒
し
、
成
道
の
際
の
最
初
の
食
事
（
須
闍
陀
の
乳

粥
）
、
涅
槃
に
入
る
最
後
の
食
事
は
、
ほ
か
の
ど
ん
な
施
食
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
果
報
と
功
徳
が
あ

せ

じ

き

る
こ
と
を
説
い
て
、
純
陀
の
後
悔
の
念
を
ぬ
ぐ
い
去
ろ
う
と
い
う
深
い
慈
悲
を
発
露
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

よ
う
や
く
拘
尸
那
竭
羅
に
着
い
た
釈
尊
は
、
阿
難
が
二
本
の
沙
羅
樹
（
沙
羅
双
樹
）
の
間
に
床
を
用
意
す

る
と
、
頭
を
北
に
、
右
腹
を
下
に
向
け
て
、
足
の
上
に
足
を
重
ね
、
獅
子
座
を
し
つ
ら
え
て
横
た
わ
り
ま

す
。
こ
の
と
き
一
日
一
夜
に
し
て
説
か
れ
た
経
典
が
『
涅
槃
経
』
と
言
わ
れ
、
経
を
説
き
終
わ
っ
て
、
釈

ね
は
ん
ぎ
ょ
う

尊
は
八
〇
年
の
生
涯
に
幕
を
降
ろ
し
ま
し
た
。

以
上
、
大
乗
仏
教
の
仏
伝
に
基
づ
い
て
釈
尊
の
生
涯
を
概
観
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
の
説

法
は
菩
提
樹
下
寂

滅

道

場
に
お
け
る
『
華
厳
経
』
の
説
法
に
始
ま
り
、
つ
い
で
鹿
野
苑
初
転
法
輪
の
『
阿

ぼ

だ

い

じ

ゅ

げ
じ
ゃ
く
め
つ
ど
う
じ
ょ
う

含
経
』
、
入
滅
の
直
前
に
拘
尸
那
竭
羅
双
林
最
後
の
『
涅
槃
経
』
を
説
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
概
ね
理

そ
う
り
ん
さ
い
ご

解
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
の
経
典
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
説
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
蓮
聖
人
は
、
経
典
の
説
示
に
立
脚
し
て
解
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
次
回

以
降
、
諸
経
の
次
第
と
浅
深
に
関
す
る
日
蓮
聖
人
の
理
解
に
つ
い
て
見
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。



- 8 -

な
ぜ
法
華
経
は
最
上
の
教
え
な
の
か
（
三
）

―
諸
経
の
次
第
に
つ
い
て
―

高
森
大
乗

本
号
で
は
、
前
回
（
『
法
華
』
九
七
巻
二
号
）
に
引
き
続
き
、
日
蓮
聖
人
が
法
華
経
の
超
勝
性
・
優
勝

性
を
導
き
出
し
た
法
門
の
一
端
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
前
回
紹
介
し
た
釈
尊
の

伝
記
の
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
日
蓮
聖
人
の
主
張
の
意
図
が
明
確
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
釈
尊
一
代
の
諸
経
（
一

代

聖

教
）
の
説
法
さ
れ
た
時
節
（
説
時
）
に
お
け
る

い
ち
だ
い
し
ょ
う
ぎ
ょ
う

せ

つ

じ

法
華
経
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
詳
細
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
遺
文
は
意
外
に
も
少
な
く
、
『
守
護
国
家

論
』
は
そ
の
代
表
的
遺
文
で
あ
る
こ
と
で
す
。
日
蓮
聖
人
の
初
期
遺
文
で
は
、
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）

し
ょ
う
か

の
『
一
代
聖
教
大
意
』
（
六
五
頁
）
に
も
同
様
の
義
が
概
説
さ
れ
ま
す
が
、
本
書
は
真
蹟
が
伝
わ
ら
ず
、

い
ち
だ
い
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
た
い
い

し
か
も
『
守
護
国
家
論
』
の
よ
う
な
経
文
証
拠
を
挙
げ
て
の
精
査
さ
れ
た
考
証
は
な
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

で
は
、
諸
経
の
次
第
を
見
て
い
く
前
に
、
ま
ず
は
釈
尊
の
「
一
代
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
日
蓮
聖
人
の
理
解
に
お
い
て
は
、
釈
尊
の
「
一
代
」
と
釈
尊
の
「
一
生
」
と
は
異
な
り
ま

す
。『
大
般
涅
槃
経
』
等
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
八
〇
歳
の
生
涯
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、

だ
い
は
つ
ね
は
ん
ぎ
ょ
う

「
一
生
」
は
八
〇
年
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
「
一
代
」
と
は
、
釈
尊
が
歴
史
上
の
仏
陀
と

し
て
活
動
し
た
期
間
を
さ
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
期
間
に
つ
い
て
、
一
般
的
に
は
釈
尊
が
三
五
歳
で

悟
り
を
開
い
た
と
す
る
三
十
五
成
道
説
が
採
用
さ
れ
ま
す
が
、
日
蓮
聖
人
の
場
合
、
『
大
智
度
論
』
の
説

だ

い

ち

ど

ろ

ん

に
基
づ
い
て
三
十
成
道
説
を
用
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
日
蓮
聖
人
の
理
解
に
お
け
る
「
仏
陀
釈
尊
の
一
代
」

と
は
、
三
〇
歳
か
ら
八
〇
歳
ま
で
の
約
五
〇
年
間
（
厳
密
に
は
四
九
年
三
ヶ
月
、
あ
し
か
け
五
一
年
間
。

初
転
法
輪
の
『
阿
含
経
』
か
ら
起
算
す
れ
ば
、
あ
し
か
け
五
〇
年
間
）
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
ひ
と

あ
ご
ん
ぎ
ょ
う

つ
の
基
準
と
し
て
、
各
経
典
の
記
述
に
従
い
、
諸
経
典
の
説
か
れ
れ
た
時
期
や
順
序
を
整
理
す
る
と
、
以

下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
古
代
イ
ン
ド
の
暦
法
は
複
雑
で
多
岐
に
亘
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
一
年
の
長
さ
も
異
な
っ

て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
単
純
に
現
代
の
太
陽
暦
に
基
づ
い
た
暦
法
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な

い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
便
宜
上
、
今
日
の
暦
法
に
照
ら
し
て
釈
尊
の
生
涯
に
諸
経
の
説
時
を
あ
て
は
め

て
み
ま
し
た
。

（
ａ
）
三
〇
歳
一
二
月
八
日
（
成
道
）
…
三
七
日
（
二
一
日
間
）
の
説
法

華
厳
部
系
経
典
が
説
か
れ
た
時
節
。
代
表
的
な
経
典
に
『
大
方
広
仏
華
厳
経
（
華
厳
経
）
』『
菩
薩
本
業
経
』

け

ご

ん

ぶ

だ
い
ほ
う
こ
う
ぶ
つ
け
ご
ん
ぎ
ょ
う

ぼ
さ
つ
ほ
ん
ご
う
き
ょ
う

『
十

住

経
』『
十
地
経
』
な
ど
が
あ
り
、
結

経
は
『
梵
網
経
盧
遮
那
仏
説
菩
薩
心
地
戒
品
（
梵
網
経
）
』

じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
き
ょ
う

じ
ゅ
う
じ
き
ょ
う

け
っ
き
ょ
う

ぼ
ん
も
う
き
ょ
う
る
し
ゃ
な
ぶ
っ
せ
つ
ぼ
だ
い
し
ん
か
い
ほ
ん

と
さ
れ
ま
す
。

主
な
対
告
（
説
法
の
対
象
）
は
菩
薩
た
ち
で
あ
り
ま
し
た
が
、
一
部
の
聴
衆
に
は
出
家
修
行
者
の
二
乗

（
声
聞
・
縁
覚
）
も
列
座
し
て
お
り
ま
し
た
。
『
華
厳
経
』
は
、
菩
提
樹
下
で
の
悟
り
の
内
容
を
そ
の
ま

ま
に
表
明
し
た
経
典
で
、
釈
尊
は
、
自
身
の
悟
り
の
境
界
を
受
容
で
き
る
か
否
か
、
二
乗
に
も
あ
て
が
っ

て
試
し
た
の
で
す
が
（
擬
宜
）、
二
乗
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

ぎ

ぎ

日
蓮
聖
人
は
、
『
守
護
国
家
論
』
（
九
〇
頁
）
に
お
い
て
、
法
華
経
方
便
品
（
『
開
結
』
一
一
七
頁
）
や

ほ
う
べ
ん
ぽ
ん

『
涅
槃
経
』
師
子
吼
菩
薩
品
（
『
正
蔵
』
一
二
巻
五
二
八
頁
）
の
文
を
引
い
て
、
釈
尊
が
伽
耶
の
菩
提
樹

し

し

く

ぼ

さ

っ

ぽ

ん

下
寂
滅
道
場
に
お
い
て
、
梵
天
の
勧
請
に
応
え
て
、
諸
菩
薩
を
対
告
と
し
て
経
を
説
い
た
こ
と
に
つ
い
て

触
れ
、
そ
れ
ら
が
『
華
厳
経
』
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
教
説
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
か
く
し
て

釈
尊
成
道
直
後
の
説
法
が
『
華
厳
経
』
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
て
い
ま
す
。
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（
ｂ
）
三
一
歳
一
月
八
日
（
初
転
法
輪
）
～
四
二
歳
…
一
二
年
間
の
説
法

阿
含
部
系
経
典
が
説
か
れ
た
時
節
。
代
表
的
な
経
典
に
『
長
阿
含
経
』『
中
阿
含
経
』『
増
一
阿
含
経
』

あ

ご

ん

ぶ

じ
ょ
う
あ
ご
ん
ぎ
ょ
う

ち
ゅ
う
あ
ご
ん
ぎ
ょ
う

ぞ
う
い
つ
あ
ご
ん
ぎ
ょ
う

『
雑
阿
含
経
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ぞ
う
あ
ご
ん
ぎ
ょ
う

主
な
対
告
は
五
比
丘
ら
出
家
修
行
者
を
は
じ
め
と
す
る
二
乗
（
声

聞

乗
・
縁
覚
乗
）
の
人
々
で
し

に
じ
ょ
う

し
ょ
う
も
ん
じ
ょ
う

え
ん
が
く
じ
ょ
う

た
。
釈
尊
は
、
二
乗
の
人
々
に
も
理
解
し
や
す
い
四
諦
八
正
道
を
も
っ
て
誘
い
導
こ
う
と
し
ま
し
た

し
た
い
は
っ
し
ょ
う
ど
う

（
誘
引
）。

ゆ
う
い
ん

日
蓮
聖
人
は
、
『
守
護
国
家
論
』
（
九
一
頁
）
に
お
い
て
、
法
華
経
序
品
（
『
開
結
』
六
四
頁
）
や
『
涅

じ
ょ
ほ
ん

槃
経
』
獅
子
吼
菩
薩
品
（
『
正
蔵
』
一
二
巻
五
二
八
頁
）
を
引
い
て
、
『
華
厳
経
』
の
後
に
、
釈
尊
が
四

苦
を
超
克
す
る
た
め
の
四
諦
・
中
道
の
教
え
を
説
い
た
こ
と
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、『
無
量
義
経
』

む
り
ょ
う
ぎ
き
ょ
う

説
法
品
（
『
守
護
国
家
論
』
に
法
華
経
方
便
品
を
出
典
と
し
て
挙
げ
る
の
は
誤
記
か
）
の
「
我
れ
樹
王
を
起

じ
ゅ
お
う

た

っ
て
波
羅
奈
・
鹿
野
園
の
中
に
詣
っ
て
、
阿
若
拘
隣
等
の
五
人
の
た
め
に
四
諦
の
法
輪
を
転
ず
」
（
『
開

は

ら

な

ろ

く

や

お

ん

い
た

あ

に

ゃ

く

り

ん

結
』
二
二
頁
）
の
文
を
取
意
引
用
し
、
釈
尊
が
樹
王
た
る
菩
提
樹
下
で
の
説
法
の
後
、
バ
ー
ラ
ナ
シ
ー
（
波

羅
奈
斯
）
近
郊
の
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
（
鹿
野
苑
）
に
て
、
五
比
丘
の
た
め
に
法
（
『
阿
含
経
』
）
を
と
い
た

こ
と
を
証
明
し
ま
す
。

（
ｃ
）
四
二
歳
～
七
一
歳
…
三
〇
年
間
の
説
法
（
こ
こ
ま
で
で
成
道
よ
り
四
二
年
間
）

方
等
部
系
経
典
と
般
若
部
系
経
典
と
が
説
か
れ
た
時
節
。

ほ

う

と

う

ぶ

は

ん

に

ゃ

ぶ

方
等
部
の
代
表
的
な
経
典
に
は
、
『
維
摩
詰
所
説
経
（
維
摩
経
）
』
『
大
方
等
大
集
経
（
大
集
経
）
』

ゆ
い
ま
き
つ
し
ょ
せ
つ
き
ょ
う

だ
い
ほ
う
と
う
だ
い
じ
っ
き
ょ
う

『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』『
阿
弥
陀
経
』『
大

宝

積

経
』
な
ど
が
あ
り
、
結
経
は
『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経

む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

か
ん
む
り
ょ
う
じ
ゅ
き
ょ
う

あ

み

だ

き

ょ

う

だ
い
ほ
う
し
ゃ
く
き
ょ
う

ぼ
さ
つ
よ
う
ら
く
ほ
ん
ご
う
き
ょ
う

（
瓔
珞
経
）
』
と
さ
れ
ま
す
。
自
己
の
悟
り
だ
け
を
追
求
し
、
利
己
的
な
自
利
自
行
の
み
に
執
着
し
、
菩

じ

り

じ

ぎ

ょ

う

薩
の
よ
う
な
化
他
（
他
者
の
教
化
・
済
度
、
利
他
）
を
志
さ
な
い
二
乗
に
対
し
て
、
釈
尊
は
こ
れ
を
呵
責

け

た

き
ょ
う
け

さ

い

ど

り

た

し
（
弾
呵
）、
大

乗
（
菩
薩
乗
）
へ
と
向
か
わ
し
め
よ
う
と
し
ま
し
た
。

た

ん

が

だ
い
じ
ょ
う

ぼ
さ
つ
じ
ょ
う

「
方
等
」
と
は
、
方
正
・
平
等
な
教
え
の
こ
と
で
、
広
く
大
乗
経
典
を
さ
し
ま
す
。
元
来
は
、
大
乗
経

典
一
般
を
「
大
方
等
（
大
集
）
経
」
「
大
方
広
（
仏
華
厳
）
経
」
と
訳
し
た
語
の
略
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ

れ
ら
の
語
を
冠
す
る
経
典
は
多
い
の
で
す
が
、
後
述
す
る
天
台
教
学
の
五
時
教
判
に
よ
っ
て
、
華
厳
部
・

般
若
部
・
法
華
涅
槃
部
に
属
さ
な
い
他
の
大
乗
経
典
を
さ
し
て
「
方
等
部
」
と
い
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
通
仏
教
的
・
一
般
的
な
広
義
の
「
方
等
」
は
「
大
乗
経
典
」
で
す
が
、
限
定
的
な
意
味
を
有

す
る
狭
義
の
「
方
等
」
と
は
「
華
厳
・
般
若
・
法
華
涅
槃
以
外
の
大
乗
経
典
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
『
守
護
国
家
論
』
（
九
一
頁
）
に
お
い
て
、
『
無
量
義
経
』
説
法
品
（
『
開
結
』
二
二
～

二
三
頁
）
よ
り
、
釈
尊
が
四
諦
の
教
え
を
説
い
た
後
、
次
に
方
等
十
二
部
経
を
説
い
た
こ
と
を
根
拠
と
し

じ
ゅ
う
に
ぶ
き
ょ
う

て
、『
阿
含
経
』
の
次
が
「
方
等
経
」
で
あ
る
と
定
め
ま
す
。

一
方
、
般
若
部
の
代
表
的
な
経
典
に
は
、
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』

だ

い

は

ん

に

ゃ

は

ら

み

っ

た

き

ょ

う

ま

か

は

ん

に

ゃ

は

ら

み

つ

き

ょ

う

『
放
光
般
若
経
』『
光
讃
経
』
『
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
』『
仁
王
護
国
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
な
ど
が
あ
り
、

ほ
う
こ
う
は
ん
に
ゃ
ぎ
ょ
う

こ
う
さ
ん
ぎ
ょ
う

こ
ん
ご
う
ば
ん
に
ゃ
は
ら
み
つ
き
ょ
う

に
ん
の
う
ご
こ
く
は
ん
に
ゃ
は
ら
み
っ
た
き
ょ
う

結
経
は
『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
（
仁
王
経
）
』
と
さ
れ
ま
す
。
二
乗
（
小
乗
）
と
大
乗
（
菩
薩
乗
）
は
対

に
ん
の
う
は
ん
に
ゃ
は
ら
み
つ
き
ょ
う

立
的
な
教
え
で
は
な
く
、
同
じ
「
空
」
の
立
場
か
ら
淘
汰
で
き
る
こ
と
を
伝
え
ん
が
た
め
に
説
か
れ
ま
し

く
う

た
（
淘
汰
）。

と

う

た

「
般
若
」
と
は
、「
智
慧
」
の
意
で
、「
空
」
と
い
う
立
場
で
物
事
を
観
察
す
る
智
慧
を
い
い
ま
す
。「
空
」

ち

え

か
ん
ざ
つ

と
は
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
物
質
と
現
象
（
森
羅
万
象
）
の
真
の
姿
（
諸
法
実
相
）
は
、
「
空
」
で
あ
る

し
ん
ら
ば
ん
し
ょ
う

し
ょ
ほ
う
じ
っ
そ
う

と
す
る
立
場
で
、
万
象
は
縁
起
（
因
縁
起
生
）
に
よ
っ
て
生

滅
を
繰
り
返
す
と
い
う
真
理
に
立
脚
し
ま

え

ん

ぎ

い
ん
ね
ん
き
し
ょ
う

し
ょ
う
め
つ
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す
。
大
乗
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
起
っ
た
の
か
は
明
確
で
な
い
点
も
あ
る
の
で
す
が
、
一
説
に
西
北
イ
ン
ド

で
一
切
有
（
諸
法
は
実
在
す
る
と
い
う
真
理
。
仮
諦
）
を
説
い
た
説
一
切
有
部
と
呼
ば
れ
る
小
乗
仏
教
の

い

っ

さ
い

う

け

た

い

せ

つ

い

っ

さ

い

う

ぶ

一
派
に
対
し
、
最
初
に
南
イ
ン
ド
で
一
切
皆
空
（
諸
法
は
空
虚
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
真
理
。
空
諦
）
を

い
っ
さ
い
か
い
く
う

く
う
た
い

強
調
し
た
般
若
思
想
系
の
大
乗
仏
教
が
起
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
初
期
の
『
般
若
経
』

は
大
乗
仏
教
経
典
の
先
駆
と
な
り
、
『
般
若
経
』
自
体
が
幾
種
も
の
経
典
を
生
む
と
同
時
に
、
そ
の
思
想

の
上
に
更
に
新
た
な
思
想
を
盛
っ
た
大
乗
経
典
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
『
守
護
国
家
論
』
（
九
二
頁
）
に
お
い
て
、
『
涅
槃
経
』
聖

行

品
（
『
正
蔵
』
一
二
巻
四

し
ょ
う
ぎ
ょ
う
ほ
ん

四
九
頁
）
の
、
方
等
の
次
に
般
若
を
説
い
た
と
す
る
経
文
を
も
っ
て
、
「
方
等
経
」
の
後
に
『
般
若
経
』

が
説
か
れ
た
こ
と
の
論
拠
と
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
こ
れ
ら
方
等
部
・
般
若
部
に
属
す
る
諸
経
典
の
説
時
の
前
後
に
つ
い
て
は
詳
ら
か
で
な
い
部
分

も
あ
る
よ
う
で
す
。
両
者
が
同
時
進
行
的
に
説
法
さ
れ
た
と
も
、
方
等
部
が
先
で
般
若
部
が
後
で
あ
る
と

も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
序
品
（
『
正
蔵
』
八
巻
八
二
五
頁
）
に
は
、
「
二
十
九
年

に
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
・
金
剛
般
若
波
羅
蜜
・
天
王
問
般
若
波
羅
蜜
・
光
讃
般
若
波
羅
蜜
を
説
く
」
と
み
え
、

仏
が
二
九
年
間
に
亘
っ
て
諸
の
般
若
系
経
典
を
説
き
、
三
〇
年
目
の
今
、
ま
さ
に
結
経
で
あ
る
『
仁
王
般

若
波
羅
蜜
経
』
を
説
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
か
ら
、
方
等
部
・
般
若
部
の
諸

経
の
説
時
を
合
計
し
て
三
〇
年
と
数
え
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

（
ｄ
）
七
二
歳
～
七
九
歳
…
八
年
間
の
説
法

法
華
部
系
経
典
が
説
か
れ
た
時
節
。
代
表
的
な
経
典
に
『
正
法
華
経
』
『
妙
法
蓮
華
経
（
法
華
経
）
』

し
ょ
う
ほ
け
き
ょ
う

み
ょ
う
ほ
う
れ
ん
げ
き
ょ
う

『
添
品
妙
法
蓮
華
経
』
な
ど
が
あ
り
、
開

経
は
『
無
量
義
経
』
、
結

経
は
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
（
観

て
ん
ぽ
ん
み
ょ
う
ほ
う
れ
ん
げ
き
ょ
う

か
い
き
ょ
う

む
り
ょ
う
ぎ
き
ょ
う

け
っ
き
ょ
う

か
ん
ふ
げ
ん
ぼ
さ
つ
ぎ
ょ
う
ぼ
う
き
ょ
う

普
賢
経
）』
と
さ
れ
ま
す
。
法
華
経
が
八
ヶ
年
の
説
法
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、『
妙
法
蓮
華
経
』

が
全
八
巻
か
ら
な
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

内
容
に
つ
い
て
は
、
菩
薩
乗
・
二
乗
（
声
聞
乗
・
縁
覚
乗
）
の
区
別
を
ひ
と
た
び
開
い
て
、
一
仏
乗

い
ち
ぶ
つ
じ
ょ
う

に
会
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
開
会
」
の
経
典
と
呼
ば
れ
ま
す
（
開
会
・
開
顕
）
。

か

い

え

か
い
け
ん

「
開
会
」
に
つ
い
て
、
『
妙
法
蓮
華
経
』
全
二
十
八
品
（
二
十
八
章
）
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
前
半
十
四

品
の
迹

門
と
呼
ば
れ
る
部
分
で
は
、
釈
尊
が
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
の
三
乗
に
各
別
に
説
い
て
き
た
悟
り

し
ゃ
く
も
ん

の
境
界
を
方
便
の
教
え
（
権

教
）
で
あ
る
と
し
て
開
き
、
一
仏
乗
（
一
乗
・
大
乗
）
と
い
う
真
実
の
教

ご
ん
き
ょ
う

え
（
実

教
）
を
顕
し
た
「
開
三
顕
一
」「
開
権
顕
実
」
と
い
う
開
会
が
な
さ
れ
、
後
半
十
四
品
の
本
門
と

じ
っ
き
ょ
う

か
い
さ
ん
け
ん
い
つ

か
い
ご
ん
け
ん
じ
つ

ほ
ん
も
ん

呼
ば
れ
る
部
分
で
は
、
近

成
の
仏
（
近
く
三
十
歳
あ
る
い
は
三
十
五
歳
で
成
道
を
果
た
し
た
伽
耶
始
成

こ
ん
じ
ょ
う

が

や

し

じ

ょ

う

の
釈
尊
の
垂
迹
身
）
を
開
い
て
、
遠

成
の
仏
（
遠
く
久
遠
の
過
去
世
に
成
道
を
遂
げ
た
久
遠
実
成
の
釈

す
い
じ
ゃ
く
し
ん

お
ん
じ
ょ
う

く
お
ん
じ
つ
じ
ょ
う

尊
の
本
地
身
）
が
顕
さ
れ
た
「
開
近
顕
遠
」「
開
迹
顕
本
」
と
い
う
開
会
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ほ

ん

じ

し

ん

か
い
ご
ん
け
ん
の
ん

か
い
し
ゃ
く
け
ん
ぽ
ん

平
た
く
言
え
ば
、
前
半
で
は
「
仏
な
る
も
の
の
空
間
的
普
遍
性
（
悉
皆
成
仏
・
二
乗
作
仏
・
悉
有
仏
性
）
」

し
っ
か
い
じ
ょ
う
ぶ
つ

に
じ
ょ
う
さ
ぶ
つ

し
つ
う
ぶ
っ
し
ょ
う

が
説
か
れ
、
後
半
で
は
「
仏
な
る
も
の
の
時
間
的
不
変
性
・
永
遠
性
（
如

来

常

住
・
久
遠
実
成
・

に
ょ
ら
い
じ
ょ
う
じ
ゅ
う

く
お
ん
じ
つ
じ
ょ
う

常

住

仏

性
）
」
が
説
か
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
九
界
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・
人

じ
ょ
う
じ
ゅ
う
ぶ
っ
し
ょ
う

く

か

い

間
・
天
上
・
声
聞
・
縁
覚
・
菩
薩
）
の
衆
生
の
成
仏
の
み
な
ら
ず
、
釈
尊
有
縁
の
娑
婆
世
界
（
わ
れ
わ
れ

の
住
む
世
界
全
体
）
も
ま
た
、
永
遠
の
浄
土
（
浄
仏
国
土
・
常
寂
光
浄
土
）
と
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の

じ
よ
う
ぶ
つ
こ
く
ど

じ
よ
う
じ
や
つ
こ
う
じ
よ
う
ど

こ
と
を
説
い
た
経
文
が
、
如
来
寿
量
品
の
い
わ
ゆ
る
自
我
偈
に
説
か
れ
る
「
我
此
土
安
穏
（
我
が
此
の
土

に
よ
ら
い
じ
ゆ
り
よ
う
ほ
ん

じ

が

げ

が

し

ど

あ

ん

の

ん

は
安
穏
に
し
て
）
」
「
我
浄
土
不
毀
（
我
が
浄
土
は
毀
れ
ざ
る
に
）
」
の
一
節
な
の
で
す
。
こ
の
教
え
を
専

が

じ

よ

う

ど

ふ

き

門
用
語
で
「
娑
婆
即
寂
光
」
と
い
い
ま
す
。

し
や
ば
そ
く
じ
や
つ
こ
う
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（
ｅ
）
八
〇
歳
二
月
一
五
日
（
涅
槃
）
…
一
日
一
夜
の
説
法

涅
槃
部
系
経
典
が
説
か
れ
た
時
節
。
代
表
的
な
経
典
に
『
大
般
涅
槃
経
（
涅
槃
経
）
』『
大
般
泥
■
経
』

ね

は

ん

ぶ

だ
い
は
つ
ね
は
ん
ぎ
ょ
う

だ
い
は
つ
な
い
お
ん
ぎ
ょ
う

『
大
悲
経
』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

だ
い
ひ
き
ょ
う

法
華
経
の
説
法
を
聴
聞
し
て
も
悟
り
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
者
（
阿
闍
世
王
ら
）
や
、
法
華
経
の
説
法
の

会
座
に
漏
れ
た
衆
生
（
迦
葉
童
子
や
純
陀
、
あ
る
い
は
法
華
経
方
便
品
の
説
法
の
最
中
に
慢
心
を
起
こ
し

え

ざ

か
し
ょ
う
ど
う
じ

じ
ゅ
ん
だ

て
立
ち
去
っ
た
五
千
起
去
の
増
上
慢
の
比
丘
た
ち
）
の
た
め
に
、
法
華
経
で
説
い
た
開
会
の
思
想
を
再

ご

せ

ん

き

こ

ぞ
う
じ
ょ
う
ま
ん

説
し
た
経
典
で
、
■

拾

経
（
落
ち
穂
拾
い
）
と
呼
ば
れ
ま
す
。
『
涅
槃
経
』
で
は
、
法
華
経
と
同
様
に

く
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

如
来
常
住
と
悉
有
仏
性
を
説
き
ま
す
。
他
の
常
楽
我
浄
、
三
宝
一
体
、
闡
提
成
仏
、
三
乗
帰
一
な
ど
の

じ
ょ
う
ら
く
が
じ
ょ
う

さ
ん
ぼ
う
い
っ
た
い

せ
ん
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
つ

さ
ん
じ
ょ
う
き
い
つ

教
義
は
、
み
な
如
来
常
住
と
悉
有
仏
性
の
二
大
要
義
か
ら
生
じ
た
法
門
と
い
わ
れ
ま
す
（
横
超
慧
日
著
『
涅

槃
経
』
平
楽
寺
書
店
）。

参
考
ま
で
に
付
け
加
え
ま
す
と
、
天
台
教
学
で
は
、
こ
の
よ
う
な
経
典
の
説
時
と
所
説
の
内
容
か
ら
、

（
ａ
）
を
華
厳
時
、
（
ｂ
）
を
阿
含
時
（
鹿
苑
時
）
、
（
ｃ
）
を
方
等
時
と
般
若
時
、
（
ｄ
）
と
（
ｅ
）
を

併
せ
て
法
華
涅
槃
時
と
い
う
五
時
の
大
部
（
五
部
）
を
分
別
し
、
更
に
仏
の
四
種
類
の
「
化
導
の
教
法
」

け

ど

う

（
化
法
四
教
）
と
四
種
類
の
「
化
導
の
儀
相
」（
化
儀
四
教
）
の
都
合
八
教
を
五
時
に
配
当
し
た
、「
五
時
八
教
」

け
ほ
う
し
き
ょ
う

ぎ

そ

う

け

ぎ

し

き

ょ

う

ご
じ
は
っ
き
ょ
う

と
呼
ば
れ
る
教
相
判
釈
を
立
て
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

さ
て
、
日
蓮
聖
人
は
更
に
、
こ
の
五
つ
の
時
系
列
の
う
ち
法
華
経
の
位
置
づ
け
を
よ
り
明
確
に
す
る
た

め
に
、
（
ｄ
）
と
（
ｅ
）
の
前
後
の
経
典
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
加
え
て
い
ま
す
。
そ
の
点
を
『
守
護

国
家
論
』
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
、
法
華
経
の
開
経
と
さ
れ
る
『
無
量
義
経
』
に
着
目
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
『
無
量
義
経
』
説
法
品

（
『
開
結
』
二
二
頁
以
降
）
の
中
で
、
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
時
点

で
、
す
で
に
こ
れ
ら
諸
経
典
の
後
に
『
無
量
義
経
』
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
な
こ
と
な
の
で
す
が
、

特
に
『
般
若
経
』
の
後
に
『
無
量
義
経
』
が
説
か
れ
た
こ
と
は
、
『
仁
王
般
若
波
羅
蜜
経
』
序
品
（
『
正

蔵
』
八
巻
八
二
五
頁
）
の
「
二
十
九
年
」
の
年
数
と
、「
四
十
余
年
に
は
未
だ
真
実
を
顕
さ
ず
」
と
説
く

い
ま

あ
ら
わ

『
無
量
義
経
』
説
法
品
（
『
開
結
』
二
一
頁
）
の
「
四
十
余
年
」
の
年
数
と
を
会
通
す
る
こ
と
で
理
解
で

き
る
と
し
て
い
ま
す
。
四
〇
数
年
間
と
い
う
年
数
は
、
釈
尊
五
〇
年
（
厳
密
に
は
五
一
年
）
の
化
導
を
三

十
成
道
を
出
発
点
と
し
て
起
算
し
た
と
き
、
華
厳
が
成
道
最
初
の
一
年
目
の
年
末
の
二
一
日
間
、
阿
含
が

翌
年
か
ら
の
一
二
年
間
、方
等
般
若
が
続
く
三
〇
年
間
の
合
計
四
二
年
間
余
り
の
説
法
を
指
し
て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「
四
十
数
年
間
は
真
実
を
説
き
顕
さ
な
か
っ
た
」
と
述
べ
る
『
無
量
義
経
』

は
、
三
〇
年
間
の
説
法
の
『
般
若
経
』
の
の
ち
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
実
に
明

解
な
論
法
で
す
。

次
に
、
『
無
量
義
経
』
の
後
に
説
か
れ
た
経
典
に
つ
い
て
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
法
華
経
の
序
品
に
「
仏

こ
の
経
を
説
き
已
つ
て
、
結
跏
趺
坐
し
、
無
量
義
処
三
昧
に
入
り
た
も
う
」
（
『
開
結
』
六
〇
頁
）
と
み

お
わ

け

っ

か

ふ

ざ

む
り
ょ
う
ぎ
し
ょ
ざ
ん
ま
い

え
ま
す
が
、
こ
こ
で
い
う
「
こ
の
経
」
と
は
『
無
量
義
経
』
を
さ
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
後
、
仏

が
入
っ
た
無
量
義
処
三
昧
と
い
う
禅

定
は
、
す
べ
て
の
諸
仏
が
法
華
経
を
説
く
に
先
だ
っ
て
必
ず
入
る

ぜ
ん
じ
ょ
う

実
相
の
禅
定
で
、
二
乗
・
三
乗
・
五
乗
な
ど
の
無
量
の
義
（
無
量
義
・
諸
経
）
の
本
拠
（
一
乗
・
一
仏
乗

じ
っ
そ
う

・
大
乗
・
法
華
経
）
を
開
出
す
る
三
昧
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
三
昧
か
ら
安

祥
と
し
て
起
っ
た
釈

か
い
す
い

あ
ん
じ
ょ
う

た

尊
が
、
舎
利
弗
ら
に
向
か
っ
て
説
い
た
の
が
、
「
諸
仏
の
智
慧
は
甚
深
無
量
な
り
、
そ
の
智
慧
の
門
は

じ
ん
じ
ん
む
り
ょ
う
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難
解
難
入
な
り
」
（
『
開
結
』
八
六
頁
）
と
口
火
を
切
っ
た
法
華
経
の
方
便
品
の
説
法
だ
っ
た
の
で
す
。

な
ん
げ
な
ん
に
ゅ
う

こ
れ
ら
の
説
示
を
整
理
す
る
と
、
法
華
経
の
直
前
に
『
無
量
義
経
』
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
『
無
量
義
経
』
で
は
、
「
従
一
出
多
」
と
い
っ
て
、
一
つ
の
真
実
か
ら
多
く
の
教
え
が
説
か
れ
る
こ

じ
ゅ
う
い
つ
す
い
た

と
が
示
さ
れ
ま
す
が
、
ま
だ
法
華
経
に
至
ら
な
い
の
で
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
伏
せ
ら
れ
た
ま
ま
で
し
た
。

こ
れ
が
、『
無
量
義
経
』
が
法
華
経
の
開
経
と
さ
れ
る
所
以
で
す
。

次
に
、
法
華
経
の
結
経
と
さ
れ
る
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
に
着
目
し
ま
す
。
本
経
に
は
、
「
広
く
妙

法
を
説
き
た
ま
ふ
こ
と
妙
法
華
経
の
如
し
」
（
『
開
結
』
六
二
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
『
観
普
賢
菩
薩
行

法
経
』
に
法
華
経
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
で
、
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
が
霊
鷲
山
で
の
法
華

経
の
説
法
の
後
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
す
。
ま
た
、
こ
の
経
典
が
釈
尊
が
最
期
の
旅
の
途

中
に
立
ち
寄
っ
た
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
ー
リ
ー
（
毘
舎
離
）
国
の
大
林
精
舎
で
の
説
法
で
あ
る
こ
と
（
『
開
結
』

だ
い
り
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

六
〇
〇
頁
）
、
「
却
つ
て
後
三
月
、
我
ま
さ
に
般
涅
槃
す
べ
し
」
（
『
開
結
』
六
〇
〇
頁
）
と
釈
尊
自
ら
三

さ

さ
ん
が
つ

は

つ

ね

は

ん

ヶ
月
後
の
涅
槃
を
宣
告
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
『
涅
槃
経
』
の
直
前
に
説
か
れ
た
経
典
で
あ
る
こ
と

も
わ
か
り
ま
す
。
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
が
法
華
経
の
結
経
で
あ
る
所
以
で
す
。
な
お
、
涅
槃
が
二
月

一
五
日
で
あ
る
と
す
る
と
、
逆
算
し
て
『
観
普
賢
菩
薩
行
法
経
』
の
説
法
は
、
七
九
歳
の
一
一
月
中
旬
頃

に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

最
期
に
『
大
般
涅
槃
経
』
に
着
目
し
ま
す
。
『
大
般
涅
槃
経
』
如
来
性
品
に
お
い
て
、
「
法
華
の
中
の

に
ょ
ら
い
し
よ
う
ほ
ん

八
千
の
声
聞
記
別
を
受
く
る
こ
と
を
得
て
」（
『
正
蔵
』
一
二
巻
四
二
〇
頁
）
と
説
か
れ
て
い
る
一
節
は
、

き

べ

つ

法
華
経
勧
持
品
に
お
い
て
学
無
学
八
千
人
に
授
記
（
未
来
成
仏
の
保
証
）
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
さ
し
て
い

か

ん

じ

ほ

ん

が

く

む

が

く

じ

ゅ

き

る
わ
け
で
す
が
、『
大
般
涅
槃
経
』
お
い
て
法
華
経
で
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、『
大

般
涅
槃
経
』
が
法
華
経
よ
り
後
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
の
証
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
経
典
は
釈
尊

の
最
期
の
遺
言
の
教
え
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
蓮
聖
人
は
、
あ
く
ま
で
も
仏
説
を
も
と
と
し
て
、
諸
経
の
順
序
・
次
第
を
整
序
し
て

お
り
ま
す
。
ま
さ
に
「
法
に
依
っ
て
人
に
依
ら
ざ
れ
（
仏
陀
の
説
い
た
教
え
の
み
に
依
拠
し
、
仏
陀
以
外

よ

の
い
か
な
る
者
の
言
葉
も
依
り
処
と
し
て
は
な
ら
な
い
）
」
の
仏
誡
（
『
大
般
涅
槃
経
』
の
法
四
依
の
第

ぶ
っ
か
い

ほ

う

し

え

一
、
『
正
蔵
』
一
二
巻
四
〇
一
頁
）
を
守
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
仏
説
そ
の
も
の
に
準
拠
す
る
の
で
す
。
ま

た
単
に
経
文
証
拠
を
挙
げ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
の
主
張
と
矛
盾
す
る
反
証
に
つ
い
て
も
提
示
し
、
こ

れ
に
自
己
の
見
解
を
示
し
て
会
通
（
矛
盾
を
解
消
し
一
貫
し
た
道
理
を
提
示
す
る
こ
と
）
を
加
え
る
と
い

え

つ

う

う
姿
勢
や
、
こ
う
し
て
展
開
す
る
厳
正
か
つ
綿
密
な
考
察
は
、
真
蹟
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
遺
文
で
は
『
守

護
国
家
論
』（
九
〇
～
九
三
頁
）
以
外
に
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
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な
ぜ
法
華
経
は
最
上
の
教
え
な
の
か
（
四
）

―
諸
経
の
浅
深
に
つ
い
て
―

高
森
大
乗

本
号
で
は
、
前
回
（
『
法
華
』
九
七
巻
三
号
）
紹
介
し
た
、
釈
尊
の
一
代
の
説
法
の
次
第
を
も
と
と
し

て
、
法
華
経
の
位
置
づ
け
を
再
確
認
し
、
そ
の
前
後
の
経
説
と
法
華
経
の
説
示
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

日
蓮
聖
人
が
法
華
経
の
超
勝
性
・
優
勝
性
を
導
き
出
し
た
法
門
の
一
端
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
以
前
に
も
触
れ
た
、
五
時
八
教
な
ど
の
教

相

判

釈
に
基
づ
く
厳
密
な
理
論
は
、
こ
こ
で

ご
じ
は
っ
き
ょ
う

き
ょ
う
そ
う
は
ん
じ
ゃ
く

は
対
象
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
法
華
経
と
ほ
か
の
経
典
の
優
劣
を
論
じ
る
に
あ
た
り
、
諸
経
典
の
教
相
の
具

体
的
内
容
を
比
較
す
る
よ
り
も
以
前
に
、
よ
り
明
快
な
判
断
の
基
準
が
あ
る
こ
と
を
、
日
蓮
聖
人
は
知
っ

て
い
た
の
で
す
。

ま
ず
、
日
蓮
聖
人
が
諸
経
典
の
浅
深
・
優
劣
を
判
断
す
る
際
の
究
極
の
経
文
証
拠
（
文

証
）
は
、
『
妙

せ
ん
じ
ん

も
ん
し
ょ
う

法
蓮
華
経
』
法
師
品
の
「
我
所
説
経
典
無
量
千
万
億
已
説
今
説
当
説
。
而
於
其
中
此
法
華
経
最
為
難
信
難
解

ほ

っ

し

ほ

ん

が
し
ょ
せ
つ
き
ょ
う
で
ん

い
せ
つ
こ
ん
せ
つ
と
う
せ
つ

に

お

ご

ち

ゅ

う

し

ほ

け

き

ょ

う

さ

い

い

な

ん

し

ん

な

ん

げ

（
我
が
所
説
の
経
典
無
量
千
万
億
に
し
て
、
已
に
説
き
今
説
き
当
に
説
か
ん
。
而
も
其
の
中
に
於
て
此
の

す
で

ま
さ

し
か

そ

お
い

法
華
経
最
も
為
れ
難
信
難
解
な
り
）
」
（
『
開
結
』
三
一
二
頁
）
で
し
た
。
い
わ
ゆ
る
已
今
当
三
説
超
過
の

こ

い
こ
ん
と
う
さ
ん
せ
つ
ち
ょ
う
か

文
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
「
已
今
当
」
と
は
、
「
已
に
説
き
今
説
き
当
に
説
か
ん
」
の
文
の
略
語
で
、

法
華
経
が
釈
尊
の
説
か
れ
た
経
典
の
中
で
最
も
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
す
。
天
台
大
師
智
■

ち

ぎ

の
『
法
華
文
句
』
に
よ
れ
ば
、
「
已
説
」
と
は
四
十
余
年
の
間
に
已
（
す
で
）
に
説
か
れ
た
爾
前
経
（
法

ほ

っ

け

も

ん

ぐ

に
ぜ
ん
ぎ
ょ
う

華
経
以
前
の
華
厳
・
阿
含
・
方
等
・
般
若
の
諸
経
）
、
「
今
説
」
と
は
法
華
経
を
説
く
直
前
に
今
し
が
た

説
か
れ
た
ば
か
り
の
開

経
『
無
量
義
経
』
、
「
当
説
」
と
は
法
華
経
の
後
に
当
（
ま
さ
）
に
こ
れ
か
ら
説

か
い
き
ょ
う

か
れ
る
と
こ
ろ
の
『
涅
槃
経
』
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
す
も
の
と
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
爾
前
経
（
『
無
量
義
経
』

を
含
む
）
は
、
難
解
難
入
の
法
華
経
の
開
会
の
思
想
を
説
く
に
あ
た
り
、
事
前
に
衆
生
の
機
根
（
資
質
・

か

い

え

き

こ

ん

能
力
）
を
育
み
高
め
て
き
た
方
便
の
教
え
で
す
か
ら
、
爾
前
経
の
内
容
は
法
華
経
に
比
べ
れ
ば
信
じ
易
く

ほ
う
べ
ん

解
（
さ
と
）
り
易
い
「
易
信
易
解
」
の
教
え
で
あ
り
、
ま
た
法
華
経
の
開
会
の
法
門
が
披
瀝
さ
れ
た
後
の

い

し

ん

し

げ

涅
槃
経
は
、
法
華
の
教
義
を
再
説
（
追
説
追
泯
）
し
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
か
ら
、
法
華
経
の
会
座
に
い
た
聴

さ
い
せ
つ

つ
い
せ
つ
つ
い
み
ん

え

ざ

衆
の
多
く
に
と
っ
て
は
、
す
で
に
の
み
こ
む
の
が
容
易
い
、
や
は
り
「
易
信
易
解
」
の
教
え
で
あ
り
ま
し

た
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
已
説
・
今
説
・
当
説
の
三
説
の
説
法
の
い
ず
れ
と
比
較
し
て
も
、
法
華
経
は
す

べ
て
の
経
典
に
超
過
し
て
、
最
も
信
じ
難
く
解
り
難
い
「
難
信
難
解
」
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

な
ん
し
ん
な
ん
げ

こ
れ
を
「
三
説
超
過
」
と
い
い
ま
す
。

法
華
経
が
難
信
・
難
解
・
難
入
・
難
持
で
あ
る
の
は
、
そ
の
教
え
が
釈
尊
の
本
懐
・
真
実
を
あ
り
の
ま

ほ
ん
が
い

ま
に
披
瀝
し
た
随
自
意
（
自
ら
の
本
意
の
ま
ま
に
説
く
こ
と
）
の
説
法
だ
っ
た
た
め
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

ず

い

じ

い

前
回
も
略
説
し
ま
し
た
通
り
、
法
華
経
の
重
要
教
義
は
、
仏
は
す
べ
て
に
遍
満
す
る
、
す
べ
て
が
成
仏
す

る
と
い
う
迹
門
の
開
会
と
、
仏
は
永
遠
に
存
在
す
る
、
す
べ
て
が
永
遠
の
仏
に
な
る
、
そ
の
世
界
は
永
遠

の
浄
土
に
な
る
と
い
う
本
門
の
開
会
と
に
集
約
さ
れ
ま
す
。
『
立
正
安
国
論
』
等
の
著
作
に
み
ら
れ
る
日

蓮
聖
人
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
更
に
現
代
に
即
し
た
表
現
に
置
き
換
え
れ
ば
、
法
華
経
の
主
題
は
、
「
平

等
」
と
「
平
和
」
と
い
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
現
在
で
は
あ
り
き
た
り
の
言
葉
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、

人
類
は
ま
だ
こ
の
理
想
を
実
現
し
て
い
ま
せ
ん
。
過
去
に
遡
っ
て
も
、
例
え
ば
釈
尊
の
時
代
の
イ
ン
ド
で

は
、
カ
ー
ス
ト
制
度
と
い
う
差
別
制
度
が
存
在
し
、
イ
ン
ド
十
六
大
国
が
紛
争
を
繰
り
返
し
て
い
た
わ
け

で
、
こ
う
し
た
社
会
に
は
「
平
等
」
「
平
和
」
を
説
く
法
華
経
的
な
考
え
方
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
は
ず
が

あ
り
ま
せ
ん
し
、
日
蓮
聖
人
の
生
き
た
鎌
倉
時
代
の
日
本
に
お
い
て
も
、
身
分
の
差
別
は
当
然
の
こ
と
で

し
た
し
、
戦
を
生
業
と
す
る
武
士
政
権
の
鎌
倉
幕
府
が
平
和
を
容
認
す
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
、
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当
時
の
社
会
に
お
い
て
は
、
法
華
経
は
難
信
・
難
解
・
難
入
な
教
え
で
あ
り
、
こ
の
教
え
を
社
会
に
実
践

す
る
こ
と
は
、
難
持
（
た
も
ち
が
た
い
こ
と
）
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
法
華
経
以
前
の
爾
前
経
は
、
釈
尊
が
衆
生
の
能
力
や
境
遇
に
即
し
て
、
臨
機
応
変
に

に
ぜ
ん
ぎ
ょ
う

説
き
示
し
た
応
病
与
薬
の
随
他
意
（
他
者
の
心
に
随
っ
て
説
く
こ
と
）
の
説
法
で
す
か
ら
、
衆
生
に
し
て

お
う
び
ょ
う
よ
や
く

ず

い

た

い

み
れ
ば
理
解
し
や
す
い
内
容
だ
っ
た
の
で
す
。
『
無
量
義
経
』
説
法
品
の
説
示
に
基
づ
け
ば
、
真
実
を
顕

し
た
の
が
法
華
経
、
未
顕
真
実
（
い
ま
だ
真
実
を
顕
さ
ず
）
の
教
え
が
爾
前
経
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

み
け
ん
し
ん
じ
つ

こ
の
よ
う
に
、
法
華
経
法
師
品
の
教
説
だ
け
で
も
、
充
分
に
法
華
最
勝
の
理
論
は
成
り
立
ち
ま
す
。
し

か
し
、
日
蓮
聖
人
は
、
自
説
を
補
強
す
る
た
め
の
理
論
武
装
を
怠
り
ま
せ
ん
。
法
華
経
の
中
に
法
華
経
が

勝
れ
て
い
る
と
説
く
こ
と
は
、
他
の
経
典
に
も
み
ら
れ
る
自
讃
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反

じ

さ

ん

論
に
対
す
る
答
を
構
え
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
法
華
経
の
前
後
の
経
典
の
説
示
を
並
べ
み
る
こ
と
で
、

法
師
品
の
教
説
が
よ
り
不
動
と
な
る
こ
と
を
見
出
し
た
の
で
す
。
そ
の
経
文
と
は
、『
無
量
義
経
』
説
法
品

せ
っ
ぽ
う
ぼ
ん

の
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」（
『
開
結
』
二
一
頁
）
と
、『
大
般
涅
槃
経
』
如
来
性
品
の
「
秋
収
冬
蔵
更
無
所
作
」

よ
ん
じ
ゅ
う
よ
ね
ん
み
け
ん
し
ん
じ
つ

だ
い
は
つ
ね
は
ん
ぎ
ょ
う

に
ょ
ら
い
し
ょ
う
ほ
ん

し
ゅ
う
し
ゅ
う
と
う
ぞ
う
き
ょ
う
む
し
ょ
さ

（
『
正
蔵
』
一
二
巻
四
二
〇
頁
）
で
し
た
。
日
蓮
聖
人
は
、
『
守
護
国
家
論
』
（
九
四
頁
）
や
『
報
恩
抄
』

（
一
一
九
五
頁
）
に
お
い
て
、
こ
の
両
文
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
法
師
品
の
「
已
説
今
説
当
説
～
最
為
難

信
難
解
」
に
な
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
り
ま
す
。
実
は
、
こ
れ
ら
の
経
証
の
引
用
と
検
討
が
す
べ
て
揃
っ

て
い
る
の
は
、
真
蹟
の
存
在
が
認
め
ら
れ
た
遺
文
と
し
て
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
『
守
護
国
家
論
』
と
『
報

恩
抄
』
に
し
か
確
認
が
で
き
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
、
本
誌
九
七
巻
二
号
で
紹
介
し
た
仏
伝
に
も
と
づ
き
、
同
九
七
巻
三
号
で
説
明
し
た
諸
経
の
次

第
を
示
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
経
文
の
説
示
を
組
み
込
み
ま
す
と
、
別
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

降
誕

成
道
・
華
厳

阿
含

八
〇
年

一
代
五
〇
年

方
等

四
十
二
年
→
爾
前
経
＝
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」（
無
量
義
経
）

に
ぜ
ん
き
ょ
う

（
五
一
年
）

般
若

法
華

八
箇
年
間
→
大
収
位
＝
「
已
今
当
最
為
難
信
難
解
」（
法
華
経
）

だ
い
し
ゅ
う
い

涅
槃

一
日
一
夜
→
■
拾
位
＝
「
秋
収
冬
蔵
更
無
所
作
」（
涅
槃
経
）

く
ん
じ
ゅ
う
い

「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
回
紹
介
し
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
「
秋
収
冬
蔵

更
無
所
作
」
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
経
文
は
、
『
大
般
涅
槃
経
』
如
来
性
品
の
一
節

で
、
具
に
は
「
法
華
の
中
の
八
千
の
声
聞
に
記
別
を
授
く
る
こ
と
を
得
て
大
菓
実
を
成
ず
る
が
如
く
、

秋

収

冬

蔵
し
て
更
に
所
作
無
き
が
如
し
」
（
『
正
蔵
』
一
二
巻
四
二
〇
頁
）
と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
「
八

し
ゅ
う
し
ゅ
う
と
う
ぞ
う

し

ょ

さ

千
の
声
聞
」
に
関
し
て
は
、
前
回
、
涅
槃
経
が
法
華
経
よ
り
も
後
に
説
か
れ
た
経
典
で
あ
る
こ
と
の
文
証

と
し
て
引
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
取
り
沙
汰
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
後
半
部
分
で
す
。
こ
の

経
文
の
大
意
は
、
「
法
華
経
の
中
で
八
千
の
声
聞
が
未
来
成
仏
の
保
証
を
授
か
っ
て
、
一
切
衆
生
の
救
済

と
い
う
釈
尊
の
大
目
的
が
、
大
い
な
る
果
実
と
な
っ
て
成
就
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
涅
槃

経
は
秋
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
後
に
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
爾
前
経

は
、
草
木
が
春
に
芽
吹
き
夏
に
成
長
す
る
よ
う
な
も
の
、
法
華
経
は
、
そ
れ
が
秋
冬
に
実
り
と
な
っ
た
よ

う
な
も
の
、
涅
槃
経
は
収
穫
が
終
わ
っ
て
後
に
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
譬
え
に
な

っ
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
前
述
の
通
り
、
涅
槃
経
が
全
く
用
を
為
さ
な
い
の
で
は
な
く
、
涅
槃
経
は



- 15 -

「
■

拾

経
（
■
拾
位
）
」
と
も
言
わ
れ
、
収
穫
が
済
ん
だ
後
の
、
残
っ
た
落
ち
穂
拾
い
の
役
割
を
担
っ

く
ん
じ
ゅ
う
き
ょ
う

く
ん
じ
ゅ
う
い

て
い
ま
し
た
。
涅
槃
経
で
は
、
法
華
経
方
便
品
の
開
会
が
示
さ
れ
る
前
に
立
ち
去
っ
た
五
千
人
の
増
上
慢

の
比
丘
ら
、あ
る
い
は
迦
葉
童
子
や
純
陀
と
い
っ
た
法
華
経
の
説
法
の
会
座
に
漏
れ
た
者
た
ち
を
対
象
に
、

法
華
経
の
悉
有
仏
性
・
如
来
常
住
の
教
え
を
再
説
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
涅
槃
経
の
「
更
無
所
作
」「
■

拾
位
」
に
対
し
て
、
法
華
経
は
「
秋
収
冬
蔵
」「
大
収
位
」
に
あ
た
る
わ
け
で
す
。

だ
い
し
ゅ
う
い

こ
の
よ
う
に
、『
守
護
国
家
論
』（
九
四
頁
、
一
三
一
頁
）
や
『
報
恩
抄
』（
一
一
九
五
頁
）
に
お
い
て
、

日
蓮
聖
人
は
、
爾
前
経
よ
り
法
華
経
が
優
れ
て
い
る
こ
と
の
文

証
（
経
文
証
拠
・
経
証
）
と
し
て
、
『
無

も
ん
し
ょ
う

量
義
経
』
の
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
の
文
を
、
法
華
経
よ
り
『
涅
槃
経
』
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
の
文
証

と
し
て
、
『
涅
槃
経
』
の
「
秋
収
冬
蔵
更
無
所
作
」
の
文
を
用
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
経
文
は
、
法
華
経
以

外
の
経
典
に
お
い
て
、
法
華
経
が
最
も
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
貴
重
な
傍
証
と
な
る
、
と
い
う
の

で
す
。
こ
れ
ら
の
経
文
に
、
法
華
経
の
諸
経
に
対
す
る
超
勝
性
を
説
い
た
已
今
当
三
説
超
過
の
文
を
併
せ

る
こ
と
で
、
よ
り
説
得
力
が
出
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

つ
ま
り
約
言
す
る
と
、
①
『
法
華
経
』
の
已
今
当
三
説
超
過
の
文
に
基
づ
き
、
法
華
経
と
余
経
の
勝
劣

を
判
じ
、
そ
れ
が
法
華
経
の
独
善
的
解
釈
で
な
い
こ
と
を
、
法
華
経
以
外
の
経
証
、
つ
ま
り
②
『
無
量
義

経
』
「
四
十
余
年
未
顕
真
実
」
の
文
と
、
③
『
涅
槃
経
』
「
秋
収
冬
蔵
更
無
所
作
」
の
文
と
を
傍
証
と
し

て
引
い
て
補
完
す
る
の
で
す
。
②
と
③
を
合
わ
せ
る
と
、
①
の
内
容
と
同
等
に
な
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

②
だ
け
で
は
、
法
華
経
以
前
の
経
典
と
法
華
経
と
の
勝
劣
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
法
華
経
以

後
の
経
典
と
法
華
経
の
勝
劣
は
明
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
③
だ
け
で
は
、
法
華
経
と
涅
槃
経
の
勝
劣
は
明

示
さ
れ
ま
す
が
、
爾
前
経
と
法
華
経
の
勝
劣
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
②
と
③
を
合
わ
せ
る
こ
と

で
、
法
華
経
の
超
勝
性
が
明
ら
か
と
な
り
、
法
師
品
の
三
説
超
過
の
文
が
他
の
経
典
か
ら
立
証
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
す
。
『
大
般
涅
槃
経
』
如
来
性
品
（
『
正
蔵
』
一
二
巻
四
〇
一
頁
ｂ
）
の
「
依
法
不
依
人

（
仏
陀
の
教
え
を
拠
り
所
と
し
て
、
他
の
い
か
な
る
菩
薩
・
人
師
の
言
葉
も
用
い
て
は
な
ら
な
い
）
」
と

い
う
経
典
受
容
の
態
度
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
、
ま
さ
に
卓
見
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
理
論
の
展
開
は
、
初
期
遺
文
の
『
守
護
国
家
論
』
（
九
四
頁
）
と
晩
年
の
『
報
恩
抄
』
（
一

一
九
五
頁
）
と
で
は
、
ま
っ
た
く
共
通
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
晩
年
ま
で
法
華
最
勝
を
導
き
出
す

論
法
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
す
。


