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谷

川

滋

一

仏
陀

の
入
滅
は
阿
難
や
釈
提
桓
因
な
ど
の
偶
頚
か
ら
も
伺
う
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
多
く
の
仏
弟
子
、
信
者
た
ち
に
と

っ
て
驚
天
動
地
の
出

来
事
で
あ

っ
た
。
釈
提
桓
因
の
偶
に

陰
行
無
有
常

但
為
興
衰
法

生
者
無
不
死

仏
滅
之
為
楽

(大
正

一
、
二
六
頁
下
)

と
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
未
離
欲
者
の

悲
働
損
絶
自
投
於
地
。
宛
韓
號
眺
不
能
自
勝
。
戯
漱
而
言
。
如
来

滅
度
何
其
駿
哉
。
世
尊
滅
度
何
其
疾
哉

(大
正

一
二
七
頁
中
)

の
文
か
ら
も
彼
ら
の
悲
嘆
せ
し
こ
と
が
伺
い
知
れ
よ
う
。

す
な

わ
ち
仏
陀
の
入
滅
は
三
宝
の
ひ
と

つ
を
失
う
こ
と
で
あ
り
、
仏

教
の
崩
壊
に
繋
が
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
仏
陀
が

入
滅
す
る
に
あ
た

っ
て
の

「法
と
律
と
を
汝
等
の
今
後
の
師
と
す
る
べ

し
」
と
い
う
教
誠
は
彼
ら
に
と

っ
て

一
条

の
光

で
あ

っ
た
に

相

違

な

い
。仏

弟
子
た
ち
の
仏
陀
に
対
す
る
思
慕
の
念
や
み
が
た
き
も
の
が
あ

っ

た
に
相
違
な
い
。
仏
陀

の
偉
大
性
を
讃
嘆

す
る
あ
ま
り
、
仏
陀
は
超
人

的
な
特
相
を
具
備
す
る
も

の
と
し
て
描
写
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で

あ
る
。
所
謂
三
十
二
相
八
十
種
好
、
十
入
不
共
法
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

も

っ
と
も
三
十
二
相
八
十
種
好
は
遊
行
経

(大
正
一
、
一
二
頁
中
)

な
ど

に
認
め
ら
れ
る
が
、
十
八
不
共
法
は
認
め
難
い
。
更
に
そ
れ
ら
は
大
乗

の
大
般
浬
契
経
な
ど
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
法
身
常
住

の
思
想

へ
の
発

展
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
小
乗

の
浬
般
木経

類

(以
下

「小
乗
浬
契
経
典
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
)
と
大
乗

の
浬
葉

経
関
係
い
か
ん
と
い
う
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
問
題
を
提
起
し
て
い
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る
。
従

っ
て
大
乗
の
浬
葉
経
典
を
認
識
す
る
に
は
小
乗
の
浬
葉
経
典
を

取
り
あ
げ
て
詳
細
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

小
乗
浬
葉
経
典
は

一
般
的
に
い
っ
て
、
む
し
ろ
仏
陀
晩
年
の
出
来
事

を
比
較
的
、
客
観
的
に
記
述
し
て
い
る
。

つ
ま
り
入
滅
に
至
る
ま
で
の

晩
年
の
行
状
実
記
と
も
言
い
う
る
如
き
経
典
で
あ
る
。
長
阿
含
経
中

の

遊
行
経

の
経
題
は
恐
ら
く
そ
う
し
た
観
点
か
ら

「遊
行
経
」
と
名
付
け

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
仏
陀
晩
年
の
出
来
事
に

つ
い
て

の
記
述
を
伝
承
し
た
も
の
と
し
て
本
経
典
類
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で

あ
る
。

周
知

の
よ
う
に
小
乗
浬
葉
経
典
に
は
多
く
の
類
本
が
あ
る
。
そ
れ
ら

を
詳
細
に
比
較
検
討
し
て
み
る
と
必
ず
し
も
伝
承
の

一
致
を
見
難
く
、

種
々
な
る
伝
承
の
形
態
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
本
論
文
は
か

か
る
問
題
に

つ
い
て
留
意
し
、
類
本
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
り
形
態
の

相
違
、

類
本
相
互
の
関
係
を
能
う
限
り
論
究
し
た
。

二

小
乗
捏
藥
経
典
に
は
次
の
よ
う
な
類
本
が
あ
る
。
な
お
以
下
の
論
述

に
は
括
孤
内
の
略
号
を
用
い
る
。

(
1
)

一
、
M
a
h
a
-
p
a
r
i
n
i
b
n
a
-
s
u
t
t
a
n
t
a
(

P
本
)

こ
れ
は
D
A
.
(
長部
)
に
第
十
六
経
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
経
典

で
あ
り
、
南
方
上
座
部
所
属
の
経
典
で
あ
る
。
な
お
遊
行
経
、
仏
般
泥

直
経
等
の
他
の
類
本
は
経
中
に
大
善
見
王
に
関
す
る
記
述
を
含
有
し
て

い
る
が
こ
の

P
本
中
に
は
認
め
ら
れ
ず
D
N
の

第
十
七
経

と

し

て

(
3
)

m
a
h
a
s
u
d
a
n
a
-
s
t
t
a
t
a
と

題
す
る
単
独
の
経
典
が
あ
り
、

そ
れ

に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
B
i
d
d
j
a
g
j
p
に
よ
れ
ば
こ
の
P
本
中
で

(
3
)

そ
の
す
べ
て
が
説
か
れ
た
と
い
う
。

(
4
)

二
、
M
a
h
a
-
p
a
r
i
n
i
b
n
a
-
s
u
t
t
a
n
t
a
(

S
本
)

こ
れ
は
中
央
ア
ジ
ア
の
T
u
r
f
a
n
で発
見
さ
れ
て
、

一
九
五
〇
、

五

一
年
に
W
a
l
d
s
c
h
m
i
d
t
氏

に
よ
り
校
訂
出
版
さ
れ
た
経
典

で
あ
る
。

後
述
の
よ
う
に
義
浄
訳
、
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
巻
第
三
十
五

-
巻
第
三
十
九
に
僅
か
な

一
部
を
除
い
て
遂
語
的
に

一
致
す
る
。

こ
の

(
5
)

写
本
は
紀
元
六
、

七
世
紀
の
も
の
と
言
わ
れ
、
W
a
l
d
s
c
h
m
氏
は

「南
北
両
伝
の
テ
キ
ス
ト
は
何
れ
も
言
語
的
に
本
源
的
な

マ
ガ
ダ
語
の

原
本
か
ら
殆
ど
同
じ
位
離
れ
て
い
.る
が
、

し
か
し
有
部
の
梵
本
は
パ
ー

(
6
)

リ
よ
り
も
幾
分
原
本
に
近
い
」
と
の
結
論
に
到
達
し
て
い
る
。
ま
た
私

は
仏
般
泥
潭
経
及
び
般
泥
疸
経
と
の
関
係
も
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な

い

と
考
え
る
。
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(
7
)

三
、
仏
般
泥
疸
経
二
巻

(白
本
)

こ
れ
は
西
晋
代
に

河
内
沙
門
白
法
祖
に
よ

っ
て
漢
訳
さ
れ
た
経

典

で
、
訳
出
年
代
は
世
紀
後
二
九
〇
-
三

〇
六
年
で
あ
る
。
ま
た
翻
訳
す

る
に
際

し
、
あ
る
程
度
、
儒
教
的
解
釈
で
以

っ
て
理
解
し
、
翻
訳
し
た

の
で
あ

ろ
う
。
全
般
的
に
見
て
次
の
類
本
、
般
泥
潭
経
二
巻
と
極
め
て

近

い
関
係
に
あ
る
。

(
8
)

四
、
般
泥
沮
経
二
巻

(夫
本
)

こ
の
漢
訳
は
経
頭
に

「不
載
鐸
人
附
東
晋
録
」
と
あ
り
、
古
来
失
訳

本
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
経
典
で
あ
る
。
「附
東
晋
録
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

東
晋
録
が
編
纂
さ
れ
た
頃

(
西
紀
後
三

一
七
-
四

二
〇
年
)
に
は
既
に

可
見
の
経
典
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
こ
の
経
典
も
前
述
の
白

本
と
共
に
古
層
に
所
属
せ
し
め
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
白
本
、

失
本
、

S
本
及
び
有
本
と
は
類
似
す
る
箇
所
が
多

い
こ
と
は
以
下
に
述

べ
る
通
り
で
あ
る
。

(
9
)

五
、
仏
説
阿
含
経
第
二
遊
行
経
三
巻

(遊
本
)

こ
れ
は
後
秦
の
弘
始
年
間

(
西
紀
後
四

一
二
-
四
一
年
)
に

仏
陀

耶
舎
と
竺
仏
念
と
の
共
訳
に
し
て
、
法
蔵
部
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
部

派
に
所
属
す
る
経
典
で
あ
る
。
経
題

「
遊
行
経
」
は
、
本
経
典
が
世
尊

の
入
滅
に
至
る
前
後
の
晩
年
の
行
状
実
記
の
如
き
で
あ
る
と
い
う
観
点

か
ら
、
編
纂
者
が
か
よ
う
に
名
付
け
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
長
阿
含
経
で

は
第
二
経
で
あ
る
が
、
D
n
で

は
P
本
は
第
十
六
経
に
配
置
さ
れ
、
両

者
に
位
置
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
相
違
は

従
来
言
わ
る
る
如

(
1
0
)

く
、
長
阿
含
経
で
は
仏
陀
の
超
人
性
を
明
か
す
の
を
第

一
目
的
と
す
る

の
に
対
し
、
D
N
.
の
方
は
仏
教
が
外
道
よ
り
も
優
れ
て
い
る
こ
と
と
を

標
示
せ
ん
と
す
る
目
的

の
相
違
に
依
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
目
的

の
相
違
か
ら
後
述

の
如
き
再
編
纂
さ
れ
た
可
能
性
も
充
分
あ
り
得
る
で

あ
ろ
う
。

(
1
1
)

六
、
大
般
浬
葉
経
三
巻

(法
本
)

こ
れ
は
大
乗

の
大
般
浬
繋
経

(曇
無
識

訳
)
と
同

一
の
経
典
名
で
あ

る
け
れ
ど
も
内
容
は
全
く
異
な

っ
て
い
て
、

こ
の
小
乗
浬
葉
経
典
に
含

め
ら
れ
る
経
典
で
あ
る
。
も

っ
と
も
内
容

的
に
は
、
処
々
に
大
乗
仏
教

の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
他

の
経
典

で
は
す
べ
て
、
阿
閣
世
王
及

び
七
七
不
退
転
法
に
関
す
る
説
話
か
ら
開
始
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
こ

の
経
典
の
み
は
く
縁
巴
同
の
記
述
か
ら
始
ま

っ
て
お
り
、

そ
れ
以
前
の
説

話
の
い
く

つ
か
は
途
中
に
挿
入
さ
れ
て
お

り
、
編
纂
さ
れ
直
し
た
可
能

性
の
あ
る
経
典
で
あ
る
。

こ
の
経
典
の
翻
訳
者
は

「法
顕
」
と
さ
れ
る

が
、
諸
経
録
の
対
照
、
あ
る
い
は
訳
語
の
比
較
よ
り
し
て
、
法
顕
の
訳

本
と
す
る
に
は
疑
問
の
あ
る
経
典
で
あ
る
。

「伝
法
顕
訳
」
と
見
る
べ
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き
で
あ
る
が
、
略
号
は
便
宜
上

「
法
本
」
と
す
る
。

七
、
根
本
説

一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事

(有
本
)

こ
れ
は
義
浄
に
よ
り

西
紀
後

七

一
〇
年
に
訳
出
さ
れ
た
経
典

で
あ

(
1
2
)

る
。

こ
の
中
の
巻
第
三
十
五
-
巻

第
三
十
九
ま
で
が
小
乗
浬
葉
経
典
に

相
当
す

る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
掲
げ
た
S
本
と
殆
ど
遂
語
的
に

}
致
す
る
経
典
で
あ
る
。
な
お
、

S
本
に
比
較
し
て
二
、
三
の
記
事
の

増
広
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

S
本
の
欠
漏
か
、
後
世
の
附
加
の
い

つ
れ
か

で
あ
ろ
う
。

(
1
3
)

こ
の
他
に
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事

の
チ
ベ

ッ
ト
本
に
も
相
応

す
る
箇
所
が
あ
り
、
遂
語
的
に
全
く

一
致
す
る
経
典

で
あ
る
。

ま
た

P
本

の
注
釈
と
し
て
、
S
u
m
a
n
g
a
l
a
-
v
a
n
i
中

に
M
a
h
a

(
1
4
)

b
a
r
i
n
i
n
a
-
a
t
a
-
v
a
b
a
が
あ
る
。

こ
れ
は

周
知
の
如

く
、

B
u
d
h
a
g
o
s
a
に
よ
り
西
紀
後
五
世
紀
頃
に
著
わ
さ
れ
た
注
釈
書
で
あ

り
、
歴
史
的
知
識
や
民
間
伝
説
、
寓
話
類
が
処
々
に
見
ら
れ
、
当
時
の

世
相
の

一
端
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
二
本
は
参

考
に
資

す
る
も
の
と
す
る
。

三

小
乗
浬
桀
経
典
が
同

一
の
原
型
か
ら
発
展
し
て
現
存
す
る
諸
類
本
に

至

っ
た
か
否
か
、
こ
れ
は
経
典
発
達
史
研
究
上
、
重
要
な
問
題
点
で
あ

る
。
小
乗
浬
藥
経
典
が
同

一
の
原
型
か
ら
発
展
々
開
し
た
確
証
が
あ
る

わ
け
で
は
な
く
、
数
種
の
小
乗
浬
繋
経
典
の
原
型
が
存
在
し
た
で
あ
ろ

う
可
能
性
も
否
定
出
来
な

い
。

し
か
し
以
下
の
論
述
に
お
い
て
筆
者
は
現
存
す
る
小
乗
経
典
に
関
す

る
限
り
、
そ
れ
ら
の
源
は

一
本
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
種

々
な
る
部
派
に
伝
持
さ
れ
て
現
存
す
る
諸
類
本

の
形
を
と
る
に
至

っ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
次
の
二
点
を
挙
げ

て
み
た
。

一
、
諸
類
本
を
構
成
す
る
説
話
の
類
似
性
。

こ
れ
は
以
下
に
示
す
、

経
典
を
説
話
ご
と
に
区
切

っ
て
分
類
し
た
表

か
ら
も
伺
い
知
れ
よ
う
。

そ
の
説
話
配
列
の
順
序
は
殆
ど

一
致

し
て
お
り
、

一
部
に
移
動
が
あ
る

け
れ
ど
も

大
体
に
お
い
て
照
合
し
う
る

説
話
を
ど
こ
か
に
含
ん
で
い

る
。
法
本
を
除

い
て
、
す
べ
て
の
経
典
が
V
a
j
i
i
に関
す
る
七
法
に
端

を
発
す
る
七
七
不
退
転
法
に
つ
い
て
の
説
話
を
壁
頭
に
位
置
せ
し
め
て

以
下
の
事
件
を
説
き
進
め
て
い
る
こ
と
は
表

か
ら
も
明
白
で
あ
る

(但

し
、
法
本
も
形
を
変
え
て
七
七
法
を
含
ん
で

い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
同

様
と
見
な
し
う
る
)
。
つ
ま
り
各
経
典
と
も
殆
ど
同
様
の
説
話
で
、

同

様
の
配
列
で
以

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
説
話

の
中
に
は
経
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典
に
よ

っ
て
茅
、れ
そ
れ
独
特

の
説
話
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
伝
持
経
路
、

伝
持
部

派
等

の
差
異
に
よ
る
後
世

の
附
加
、

改
作
と
考
え
て
も
よ
い
。

二
、
編
纂
目
的
の
共
通
性
。
敦
れ
も
釈
尊

の
入
滅
と
い
う
仏
教
徒
に

と

っ
て

の

一
大
事
件
を
中
心
と
し
、
仏
陀

の
最
後

の
遊
行
過
程
を
描
写

せ
ん
と
す
る
共
通
の
編
纂
目
的
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
描
写
さ

れ
る
仏
陀
は
歴
史
的
仏
陀
即
ち
開
宗
者
と
し
て
の
釈
尊
で
あ
る
と
同
時

に
、
次
第
に
神
話
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
段
階

の
仏
陀
即
ち
三
十
二
相
八
十

種
好
等
を
具
備
し
つ
つ
あ
る
仏
陀
で
あ
る
と
い
う
共
通
の
仏
陀
観
で
も

あ
る
。

以
上

の
二
点
を
主
な
理
由
と
し
て
諸
類
本
は
、
ほ
ぼ
同

一
の
原
型
か

ら
発
展
々
開
し
現
存
す
る
経
典
の
様
相
を
程
す
る
ま
で
に
至
り
、
更
に

そ
の
間
、
各
経
典
は
何
段
階
か
に
わ
た
り
、
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
と

考
え
ら
れ
る
。

四

第

一
の
作
業
と
し
て
前
述
の
よ
う
に
、
説
話
毎
に
区
分
し
、
煩
雑
と

な
る
け
れ
ど
も
諸
類
本
間
の
比
較
対
照
を
試
み
た
。

こ
の
照
合
に
よ
り

相
違
箇
所
が
明
確
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
各
類
本
間
の
在
り
方
を
決
定

す
る
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
説
話
の
中

の
い
く

つ
か
は
小
乗
浬
葉
経
典
外
の
経
典
中
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
他

の
経
典
中
に
含
ま
れ
る
類
似
せ
る
説

話
を
、
筆
者
の
管
見
せ
る
範
囲
内
で
参
考
と
し
て
掲
示
し
た
。

な
お
、
比
較
に

つ
い
て
は
次
の
約
束
に
従
う
も
の
と
す
る
。

1
、
事
項
欄
の
説
話
の
配
列
順
序
は
白
本
、
失
本
の
そ
れ
に
従
う
も
の
と
す

る
。

2
、
諸
類
本
に
示
す
番
号
は
各
経
典
に
認
め
ら
れ
る
説
話
の
順
序
に
従
う
。

3
、
「
『

は
相
当
箇
所
を
欠
く
も
の
で
あ
る
。

4
、
備
考
欄
の
記
号
は
先
に
示
し
た
略
号
の
頭
文
字
を
使
用
す
。

5
、
有
本
、
S
本
は
遂
語
的
に
殆
ど

一致
す
る
た
め
同
一
欄
に
ま
と
め
た
。

6
、
他
の
経
典
中
に
認
め
ら
る
れ
説
話
は
最
後
の
欄
に
示
し
た
。

以
上
出
来
る
だ
け
詳
細
に
比
較
検
討
し
て
表
に
し
て
み
た
。
そ
の
結

果
、
説
話
構
成
の
面
か
ら
次
の
よ
う
な
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

(
1
)
白
本
、

失
本
、

有
本
及
び
S
本

の

四
本
は
殆
ど

類
似
し
て
い
る

(以
下
第

一
類
と
す
)
。但
し
白
本
に
は
白
法
祖
自
身
の
意
訳
に
な
る
も

の
か
、
あ
る
い
は
白
本
の
底
本
が
不
完
全
な
も
の
で
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
多
々
あ
る
。
例
え
ば
、
自
灯
明
法
灯
明
の

(
1
5
)

教
示
、
あ
る
い
は
他
の
経
典
で
は
三
十
七
道
品
を
示
す
の
に
こ
の
白
本

(
1
6
)

の
み
は
四
四
事
八
事
と
す
る
点
、

ま
た
地
動
に
関
し
て
八
因
を
九
因
、

(
1
7
)

三
因
を
四
因
と
す
る
こ
と
、
施
食
の
功
徳
果
に
つ
い
て

一
因
し
か
あ
げ
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類 本 比 較 対 照 表(表1)

大

般

浬

黎

経

の

研

究
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密

教

文

化
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大

般

浬

葉

経

の

研

究
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密

教

文

化
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大

般

浬

繋

経

の

研

究
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密

教

文

化

(
1
8
)

ぬ
点
な
ど
で
あ
る
。

か
か
る
点
か
ら
す
れ
ば

S
本
に
近
い
の
は
白
本
よ
り
も

失
本

で
あ

る
。S

本
と
有
本
と
は
根
本
説

一
切
有
部
に
所
属
す
る
経
典

で
あ
り
、
殆

ど
遂
語
的
に

一
致
す
る
。

S
本
は
六
、
七
世
紀

の
写
本
と
言
わ
れ
て
い

(
1
9
)

る
が
、

そ
れ
は
完
全
な
形
で
発
見
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な

ら
遂
語
的
に

一
致
す
る
け
れ
ど
も
有
本
に
は
、

二
、
三
、
説
話
が
増
補

(
2
0
)

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
法
本
で
は
前
半
部
即
ち
説
話
番
号

(以
下
N
o
.
と
略
す
)
1
-
2
2
ま

で
の

一
部
が
N
o
 
3
2
と
N
o
.
 
3
3
の

問
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
編
纂
さ

れ
し
直
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
大
乗

(
2
1
)

仏
教

の
影
響
も
多
分
に
受
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

M

23
以
下
は
P
本
と
全
く

一
致
す
る

(
以
下
第
二
類
と
す
る
)
。

(
3
)
法
本
の
恥
11
-
18
を
除

い
て
考
え
て
み
る
に
諸
本

一
致
し
て
含
有

し
て
い
る
説
話
は
、

小
乗
浬
契
経
が

編
纂
さ
れ
た

時
点
の
原
型
に

近

く
、

古
い
形
態
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
逆
に
各
本
特

有

の
説
話
は
殆
ど
後
世

の
附
加
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、

同
内
容

の
説
話
で

も
諸
本
に
よ

っ
て
修
飾
及
び
形
容

の
程
度
が
異
な
る
。
但
し
こ
の
よ
う

な
考
え
方
に
は
批
判
も
あ
る
が

一
考
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。

(
4
)
遊
本
は
や
や
P
本
、
法
本
に
近
い
説
話
配
列
を
示
す
が
、
第

一
類

に
類
似
す
る
点
も
あ
る
。

(
5
)
後
世
、
附
加
さ
れ
た
部
分
と
考
え
ら
れ
る
説
話
を
除
外
し
て
見
た

場
合
、
経
頭
よ
り
C
h
n
s
の
施
食
に
関
す
る
説
話

(
N
o
.
 
4
1
)
ま

で
は

そ
の
配
列
は
、
ほ
ぼ

一
致
す
る
が
、

そ
の
後
の
説
話
よ
り
入
滅
に
至
る

ま
で
の
そ
れ
は

一
致
し
な
い
。

そ
の
他
、
細
部
に
わ
た

っ
て
検
討
す
れ
ば
種
々
の
相
違
が
認
め
ら
れ

よ
う
。

五

法
本
の
前
半
部

の
経
典
構
成
に
つ
い
て
は
暫
く
留
保
し
て
、
(
4
)
、
(
5
)

の
問
題
点
に

つ
い
て
論
ず
る
。

各
経
典
に
は
共
通
し
た
説
話
と
そ
う
で
な
い
説
話
と
が
あ
る
。
前
者

は

一
層
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
説
話
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
あ
る
結
集

の
時
点
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
も
の
と

み
て
よ
い
。
い
っ
ぽ
う
後
者

は
仏
教
々
団
の
時
代
的
、
社
会
的
な
変
動
期
に
影
響
を
受
け
て
幾
段
階

か
に
わ
た
り
増
広
敷
術
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
の
時
期
と
し
て
部

派
仏
教
時
代
あ
る
い
は
初
期
大
乗
仏
教
の
思
想
興
隆
の
時
期
な
ど
が
考

え
ら
れ
る
。
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共
通
し
た
説
話
に

つ
い
て
見
る
と
、
最
初
の
阿
闇
世
王
及
び
七
七
不

退
転
法
に
関
す
る
説
話
か
ら
C
u
n
d
a
(
淳陀
)
の
仏
陀

へ
の
施
食
と
、

C
u
n
d
e
a
に
対
す
る
仏
陀
の
説
法

(
N
o
.
 
1
-
4
1
)
ま

で
の
説
話

の
配
置

は
諸
本
す
べ
て

一
致
し
て
お
り
、
移
動
は
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ

説
話
に
よ

っ
て
は
増
補
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
C
h
d
a
に

関
す
る
説
話
に
続
く
説
話
か
ら
、
諸
本
に
よ

り
説
話

の
順
序
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
遊
本
の
世
尊
入
滅
ま

で
の
説
話
移
動
に
は
誠
に
甚
し
い
も
の
が
あ
る
。
説
話
自
身
は
他

の
説

話
と
の
連
絡
の
必
然
性
を
持
た
な
い
け
れ
ど
も
、
第

一
類
と
第

二
類
が

遊
行
と
説
法
の
順
序
の

一
定
し
て
い
る
こ
と
は
表
1
か
ら
も
伺
え
る
。

そ
れ
故
、

こ
の
問
題
の
箇
所
に
も

一
定
し
た
順
序
が
あ

っ
た
よ
う
に
考

え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
。

先
ず
説
話
ご
と
に
細
分
し
た
前
の
表
1
か
ら
、
説
話
群
に
よ
り
更
に

次
の
如

く
区
分

(
A
-
K
)
し
て
み
る
。

A
、
N
O
.
 
4
2
-
4
5

K
a
k
u
t
t
h
a
で
の
仏
威
神
力
。
P
u
t
k
a
s
a
に対
す
る
説
話
。

H
i
r
a
n
y
a
v
a
t
i
川

で
の
沐
浴
。

B
、
N
o
.
 
4
6

二
時

の
施
食

の
功
徳
果
。

(
イ
)N
o
.
4
7

C
h
a
n
n
a
比丘
に
対
す
る
梵
檀
罪
。

C
、
N
o
.
 
4
8
-
5
1

沙
羅
双
樹
問
で
仏
陀
が
北
首
し
獅
子
臥

(共
通
す
る
説
話
の
み

に
つ
い
て
考
え
る
の
で

N
o
.
4
8
,
4
9
,
5
1
は
N
o
.
 
5
0
を

中
心
と
す

る
説
話
群
と
み
な
す
)
。

D
、
N
o
.
 
5
2
-
5
5

阿
難
称
讃

の
説
話
群
。

E
、
N
o
.
 
5
6

大
善
見
王
に
関
す
る
説
話

F
、
N
o
.
 
5
7

q
p
a
v
a
n
仏
陀
に
叱
責
さ
れ
る
。

G
、
N
o
.
5
8

転
輪
聖
王
の
葬
法
。

H
、
N
o
.
5
9

起
塔
に
値
す
る
四
種
の
人

(如
来
・辟

支
仏
・声
聞
・転
輪
王
)
。

I
、
N
o
.
 
6
0
-
6
2

M
a
l
l
a
 
に

関
す
る
説
話
群
。

J
、
N
o
.
 
6
3
-
6
5

大

般

浬

葉

経

の

研

究
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密

教

文

化

S
u
b
h
a
r
a
に
関
す
る
説
話
群
。

(
ロ
)
 
N
o
.
 
6
6

女
人
に
対
す
る
振
舞
い
方
。

(
ハ
)
 
N
o
.
 
6
7
-
6
9

種
々
の
訓
誠
。

K
、
N
o
.
 
7
0

仏
陀
に
関
し
て
憶
念
せ
ら
る
べ
き
四
処

(
生
誕
地

・
成
道
地

・

転
法
輪
地

・
般
浬
盤
地
)
に
対
す
る
敬
信
。

以
上

の
よ
う
に
、
問
題
の
箇
所
を
区
分
し
て
み
た
。

こ
れ
ら
の
説
話

が
各
類
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
配
列
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
移

動
に

つ
い
て
表
わ
し
た
の
が
次
の
表
I
Iで
あ
る
。

こ
の
比
較
表
か
ら
、

説
話
構
成
に
つ
い
て
次
の
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

(
1
)
先
ず
経
文
に
多
少
の
表
現
の
差
異
は
あ
れ
、

P
本
と
法
本
と
は
説

話
構
成

は
全
く

一
致
し
て
お
り
、
法
本
が
P
本
系
の
も
の
で
あ
る
こ
と

の
一
証
左
と
な
ろ
う
。
表
I
Iを
見
る
限
り
、
P
本
と
遊
本
と
を

一
群
と

(
2
2
)

は
為
し
難

い
。

(
2
)
S
本

・
有
本

・
白
本
及
び
失
本
は
(
イ
)
(
C
h
a
n
n
a
比

丘
に
対
す
る

梵
檀
罪
)
を

B
と
C
の
問
に
挿
入
し
、
H

・
(
ロ
)
を
欠
く
な
ど
比
較
的
類

似
し
て

い
る
。
と
り
わ
け
前
二
本
と
失
本
と
は
E
と
F
の
交
替
、

つ
ま

説 話 移 動 対 照 表(表II)

有

本

有

本

S

本

白

本

法

本

P

本

遊

本
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り
U
p
a
v
a
n
a
に関
す
る
説
話
と
大
善
見
王
に
関
す
る
説
話
の
交
替
で

あ
る
。

(
3
)
P
本

・
法
本
と
白
本
を
比
較
し
た
時
、
第

一
類
と
第
二
類
の
説
話

配
列
に
共
通
性
が
あ
り
、
こ
こ
ら
に
原
型
の
概
形
が
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(
4
)
最
も
注
意
す
べ
き
は
遊
本
で
あ
る
。
こ
の
遊
本
の
み
が
表
に
も
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
説
話

の
構
成
に
お
い
て
全
く
異
な
り
、

独

特

で
あ

る
。
他

の
経
典
が

A
B
と
配
列
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
遊
本
の
み
は
両

者
逆
転
し
、
ま
た
(
イ
)
(
ロ
)
(
ハ
)
が

散
在
す
る
の
に
対
し
て
遊
本
は

一
ヶ
処
に

ま
と
め
、

P
本
と
比
較
し
た
時
、
遊
本
は
G
H
、
C
F
、
E
I
J
が

一

群
と
な
り
移
動
し
て
い
る
。

以
上

の
四
点

の
な
か
で
、
遊
本
の
示
す
説
話
構
成
を
ど
の
よ
う
に
見

る
か
、
私

は
極
め
て
独
断
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

つ
ま
り
、
あ
る
程
度
増
広
さ
れ
た
時
点
に

お
い
て
説
話
再
構
成
の
試
み
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。

経
典
発
達
史
に
お
い
て
、
雑
然
と
無
雑
作
に
説
話
が
並
列
さ
れ
て
い

る
経
典
は
、
よ
り
初
期
に
属
す
経
典
形
態
を
有
し
、
そ
れ
に
対
し
て
法

数
を
整
理
し
、
整
然
と
整
理
さ
れ
た
経
典
は
、
そ
れ
以
後
の
発
展
し
た

形
態

(阿
毘
達
磨
的
傾
向
と
も
言
え
よ
う
)
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
。

か
か
る
考
え
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
遊
本
の
再
構
成
さ
れ
た
可
能
性
が
充

分
あ
り
得
る
。

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
た
場
合
、

こ
の
遊
本
が
再
構
成
さ

れ
た
と
の
仮
説
に
対
し
て
次
の
如
き
理
由
を
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

(
1
)
先
ず
A
B
の
記
事
に
就
い
て
考
察
す
る
。
A
B
と
す
る
白
本
等
の

六
本
で
は

C
u
n
d
a
の施
食
の
あ
と
で
、

仏
陀
が
K
u
s
i
n
a
i
a
へ
の
途

上
、
K
a
k
a
u
t
h
a
川
で
洗
足
洗
顔
し
、
更
に
A
l
a
r
a
 
K
a
r
a
n
の

弟
子

P
u
t
k
a
s
a
が

仏
陀
の
説
法
を
聞
き
て
仏
に
帰
依
、
H
i
r
a
n
y
a
v
t
i
川

で

沐
浴
等
の
記
事
に
次

い
で
、
C
u
n
d
a
が施
食

し
た
そ
の
功
徳
果
が
挿
入

さ
れ
て
い
る
。
C
h
u
n
a
の施
食
の
功
徳
果
を
説
く
ま
で
に
か
よ
う
な
記

事

の
介
在
す
る
こ
と
は
、
物
語
の
弛
緩
を
助
長
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ

れ
ら
六
本

の
在
り
方
に
対
し
て
遊
本
は
、
C
h
u
n
a
の仏
に
対
す
る
施
食

と
そ
の
施
食
の
功
徳
果
の
両
説
話
を
連
続
し
て
説
き
、
K
a
k
u
t
h
a
川

(
2
3
)

の
記
事
(遊
本
は
こ
こ
で
も
改
作
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
)
へ
と
続
き
、

整
然
た
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

な
お
、
P
a
l
i
聖典

の
中
で
も

古
層
の
中

に
属
す
る
と

考
え
ら
れ
る

(
2
4
)

ご
鼠
墨

中
に
も
こ
の
箇
所
と
類
似
す
る
説
話
群
が
あ
る
。

そ
こ
で
は

C
u
n
d
a
の
施
食
と
そ
の
功
徳
果
は
統

一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
遊
本
以
外
の

六
本
と
同
様
に
両
説
話
は
分
離
し
て
い
る
。

こ
の
U
d
a
n
a
中
の
両
説

大

般

浬

葉

経

の

研

究
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話
の
在

り
方
も
、
遊
本
の
構
成
の
仕
方
が
新
し
い
こ
と
を
示
す

一
つ
の

基
準
と
な
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

(
2
)
次
に
K

(
四
処
に
対
す
る
敬
信
)

の
位
置
に
つ
い
て
。
第
二
類
で

は
U
p
a
v
a
n
に
関
す
る
記
事

の
直
後
に
こ
の
説
話
が
認
め
ら
れ
、
白

本
を
除

く
第

一
類
は
仏
陀
入
滅
前

の
最
後

の
遺
訓
に
お
け
る
最
後
に
位

置
す
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
四
処
に

つ
い
て
は
到
底
、
仏
陀

の
言
葉
と

は
為
し
難

い
こ
と
か
ら
、
後
世
に
附
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
遊
本
で
は
転
輪
聖
王
の
四
徳
と
阿
難

の
四
徳
が
説
か
れ
た

直
後
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
。

小
乗

浬
繋
経
典

の
壁
頭
に
七
法
が
六
及
至
七
組
説
か
れ
、
地
動
八
因

縁

の
説
話
に
続

い
て
八
部
衆
、

八
勝
処
、
八
解
脱
が
附
加
さ
れ
て
説
か

れ
た
如

く
、
遊
本
に
お
い
て
も
法
数

の

一
致
、

す
な
わ
ち
転
輪
聖
王
の

四
徳
、

阿
難
の
四
徳
、
そ
し
て
仏
陀
に
関
し
て
憶
念
せ
ら
る
べ
き
四
処

と
い
う
よ
う
に
法
数

の

一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
こ
に

一
括
し
て
並

べ
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上

の
観
点
に
立

つ
な
ら
ば
起
塔
に
値
す
る
四
種

の
人
の
記
事
も
同

様
に
考

え
て
並
列
し
て
も
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
記
事
だ

け
は
、
転
輪
聖
王
の
葬
法
中
に
、

(
2
5
)

而
闇
維
之
詑
収
舎
利
四
衝
道
起
立
塔
廟
。

と

あ

る

こ
と

と

関
連

せ

し

め

て

(
2
6
)

天
下
有
四
種
人
。
応
得
起
塔
香
花
絵
蓋
伎
楽
供
養

と
説
く
方
が

こ
の
場
合
に
は

一
貫
性
が
あ
る
。

(
3
)
(
イ
)
(
ロ
)
(
ハ
)
の

移
動
を
見
る
に
、

遊
本
以
外
で
は
そ
れ
ら
は
散
在
す

る
。

こ
れ
ら
の
説
話
が

何
処
に
位
置
す
べ
き
か
、

そ
の

必
然
性
は
な

い
。
し
か
し
第

一
類
に
お
け
る
N
o
.
47
、
第

二
類
に
お
け
る
N
o
.
6
6
の
よ
う

な
内
容
的
に
も
僅
か
な
記
事
が
各
経
典
中
に
お
い
て
、
か
か
る
位
置
に

存
す
る
こ
と
は
奇
遇
の
感
た
る
を
免
れ
難

い
。
そ
れ
ら
の
説
話
は
他
の

教
説
と
共
に
仏
陀
の
説
法
と
し
て
認
め
ら
れ

る
が
、

こ
の
三

つ
は
教
誠

と
し
て
説
か
れ
た
意
味
が
強
い
。
そ
れ
故
、

遊
本
で
は
こ
れ
ら
諸
説
話

の
散
在
し
て
い
る
の
を
整
理
し
て

一
ケ
処
に
ま
と
め
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

(
2
7
)

増
壱
阿
含
経
に
も
類
似
の
記
事
が
認
め
ら
れ
る
が
そ
こ
で
も
(
イ
)
(
ロ
)
(
ハ
)

と
同
内
容
の
教
誠
が
散
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
散
在
せ
る

(
イ
)
(
ロ
)
(
ハ
)
の

記
事
を
遊
本
で
は
あ
る
時
期
に
ま
と
め
た
可
能
性
は
極
め
て

強

い
。

以
上
三
つ
の
理
由
に
よ
り
遊
本
の
部
分
的
な
説
話
再
編
成
の
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
見
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
全
般
的
に
仏
陀
の
入
滅
前

ま
で
の
記
事
に

つ
い
て
、
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説
話
と
説
話
と
の
連
絡

の
必
然
性
は
、
そ
れ
ら
の
説
話
自
身
に
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
記
事
の
移
動
、
挿
入
が
随
時
行
な
わ

れ
て
も
前

後
関
係
は
殆
ど
考
慮
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
程
、
重
要
視

は
さ
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
浬
契
経
成
立
以
前
の
各
々
の
説
話
、
す
な
わ
ち
表
1
に
示

し
た
他
経
典
に
お
け
る
類
似
す
る
説
話
と
の
関
係
如
何
に
つ
い
て
は
考

察
す
る
こ
と
を
控
え
、
浬
契
経
成
立
以
後
の
こ
と
に
つ
い
て
を
問
題
と

し
た
。
勿
論
、

か
か
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
漢
訳
長
阿
含
経
に
含
ま
れ

る
三
十
経
、
D
i
g
h
a
-
N
i
k
a
y
a
に

含
ま
れ
る
三
十
四
経
全
体
及
び
他
の

種
々
の
経
典
と
の
詳
細
な
比
較
検
討
が
な
さ
れ
た
後
で
云
々
さ
る
べ
き

で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
小
乗
浬
禦
経
に
基
づ
く
限
り
次
の
こ
と
が
言
え

よ
う
。

つ
ま
り
長
阿
含
経
三
十
経
と
D
i
g
h
a
-
N
i
k
a
y
a
三

十
四
経
と
の

順
序
が
必
ず
し
も

一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、

長
阿
含
経
と
D
i
g
h
a

(
2
8
)

N
i
k
a
y
a
では
編
纂
方
針

の
立
場
が
異
な
る
と
も
言
わ
る
る
如
く
、
個

々
の
経
典
で
も
そ
の
意
図
に
沿

っ
て
変
革
を
受
け
る
可
能
性
は
多
分
に

あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六

今
ま

で
見
て
き
た
各
本
間
の
相
違
は
各
本
の
在
り
方
を
決
着
す
る
の

に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
観
点
の
相
違
に
依

っ
て

は
な
お
問
題
視
さ
る
べ
き
所
も
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら

一
私
見
た
る
を
免

れ
ぬ
箇
所
も
あ
ろ
う
。

小
乗
浬
葉
経
典
の
各
本
が
仏
伝
と
し
て
如
何
な

る
発
達
段
階
に
属
し
、
如
何
な
る
思
想

の
下
に
あ
る
か
、
更
に
細
部
に

わ
た
る
厳
密
な
研
究
、
他

の
文
献
と
の
関
係
如
何
も
検
討
さ
れ
な
け
れ

ば
な
る
ま
い
。

簡
単
な
が
ら
最
後
に
各
経
典
の
在
り
方
、

関
係
を
ま
と
め
て
み
る
。

先
ず
表
1
に
示
し
た
S
N
、
A
N
、
増

壱
、

雑
阿
な
ど
の
経
典
に
断

片
的
に
在
す
る
説
話
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
S
N
、
A
B
な

ど
パ
ー
リ
系
の
原
典
に
存
す
る
説
話
は
P
本
と
全
く
同
文
で
殆
ど

一
語

一
句
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
は
パ
ー
リ
系
の
三
蔵
が
同

一
部
派
、
南
方
上

座
部
の
所
伝
に
よ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
漢
訳
の
増
壱
、
雑
阿
に

存
す
る
説
話
は
小
乗
浬
葉
経
典
の
説
話
と
比
較
し
た
時
、

よ
り
古
層
の

形
態
を
持

つ
説
話
、
殆
ど
同
じ
時
代
と
思
わ
れ
る
説
話
、
増
補
敷
術
さ

れ
、

か
な
り
後
世
の
形
態
を
持

つ
説
話
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
大

乗
仏
教
の
影
響
を
色
濃
く
反
影
せ
る
説
話
も
あ
り
、
両
者
の
関
係
は

一

概
に
論
じ
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
伝
持
部
派
の
相
違
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

こ
の
関
係
に
つ
い
て
も
更
に
研
究
の
余
地
が

あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
白
本
と
失
本
と
は
極
め
て
よ
く
類
似
す
る

大

般

浬

葉

経

の

研

究
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経
典
で
あ
る
が
、

失
本

の
方
が
や
や
時
代
的
に
遅
れ
る
。

白
本
は
白
法
祖
自
身

の
意
訳
に
成
る
も
の
か
、
白
本

の
底
本
が
不
完

全
で
あ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
教
理
そ
の
も
の
が
整

っ
て
い
な
い
ま
ま

伝
持
さ
れ
た
も
の
か
注
意
を
要
す
る
部
分
が
あ
る
。
例
え
ば
、
A
m
b
a

p
a
l
i
園
林
で
の
説
法
に
お
い
て
四
正
勤
、

四
念
処
を
欠
く
こ
と
、
自
灯

明
法
灯
明
の
説
話
が
他
本
よ
り
も
不
完
全
な
こ
と
、
維
耶
離
国
で
の
四

四
事
八
事
、
地
動
八
因
に
九
因
を
説
く
こ
と
、
及
び
三
因
に
四
因
を
説

く
こ
と
、
施
食
の
功
徳
果
に

つ
い
て

}
時
し
か
説
か
ぬ
こ
と
等
々
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
白
本
の
底
本
が
欠
損
し
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
白
法

祖
自
身

の
意
訳
、
誤
訳
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
他
の
経
典
で
は

偶
.頬
に
相
当
す
る
部
分
が
総
て
散
文
に
な

っ
て
お
る
こ
と
も
注
意
す
べ

き
で
あ
る
。
白
法
祖
が
儒
教
的
に
解
釈
し
て
仏
教
を
当
時
の
人
々
に
理

解
せ
し
め
る
べ
く
改
作
し
た
箇
所
も
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

白
本

に
較
ぶ
れ
ば
失
本
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
白
本
の
整
理
さ
れ

た
経
典

の
発
展
形
態
を
こ
の
失
本
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。

そ
の

漢
文
自
体
も
技
巧
を
凝
ら
し
、
可
能
な
限
り
四
文
字

一
句
の
漢
文
に
統

一
し
、
終
始

一
貫
し
て
お
り
他
本
と
異
な
る
。
文
学
的
に
も
注
目
す
べ

き
経
典

で
あ
る
。

両
本

と
も
に
極
め
て
近
似
の
部
派
に
伝
持
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
2
9
)

出
家
法
に
於

い
て
二
百
五
十
戒
を
そ
の
基
準

と
す
る
こ
と
は
法
蔵
部
所

伝
と
さ
れ
て
い
る
四
分
律
の
戒
律
を
踏
襲
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し

異
部
宗
輪
論
に
よ
れ
ば
法
蔵
部
は
仏
塔
崇
拝

を
説
い
た
と
記
す
が
こ
の

両
本
に
は
な
い
。
そ
の
他
、
弥
勒
信
仰
に

つ
い
て
の
挿
入
も
両
本
に
共

通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
二
本
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
経
典
が
S

本
及
び
有
本
で
あ
り
、

こ
の
四
本
は
説
話
の
内
容
も
大
体
に
於
い
て
共

通
し
て
い
る

(表
1
参
照
)
。S
本
と
有
本
は
と
も
に
説

一
切
有
部
か
ら

後
世
展
開
し
た
部
派
で
あ
る
根
本
説

一
切
有
部
所
伝
の
も
の
で
あ
る
。

今
ま
で
の
検
討
か
ら
し
て
、
大
胆
な
想
定

か
も
知
れ
ぬ
が
、
根
本
説

一
切
有
部
の
人
々
が
自
派
の
聖
典
の
ひ
と

つ
で
あ
る
根
本
説

一
切
有
部

毘
奈
耶
雑
事

(殊
に
こ
の
小
乗
浬
葉
経
典
に
相
当
す
る
箇
所
)
を
編
纂

す
る
に
際
し
、
J
a
t
a
k
a
本
生
課
や
白
本
及
び
失
本
の
原
本
あ
る
い
は
そ

れ
に
類
似
せ
る
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
参
考
資
料
と
し
て
引
用
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
七
七
法
の
中

の
七
知
、

四
処
の
聖
地
の

こ
と
が
あ
り
、
地
動
八
因
縁
の
各
因
の
記
述

の
類
似
性
、

そ
の
他
各
処

の
記
事
の
類
似
性
か
ら
、
失
本
と
有
本
S
本

は
、
白
本
と
S
本
有
本
の

関
係
よ
り
濃
厚
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
白
本
↓
失
本
↓
S
本
↓
有
本

の

一
系
統
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
四
本
の
相
互
の
関
係
は
更
に
検
討

を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。
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仏
陀
観
に
お
い
て
は
超
人
化
、
偉
入
化
の
少
な

い
原
始
的
な
形
態
を

止
め
る
P
本
も
説
話
に
つ
い
て
は
種
々
な
る
説
話

の
増
広
を
受
け
て
い

る
。
こ

の
p
本
は
南
方
上
座
部
所
伝

の
も
の
で
あ
る
。

法
本
は

前
半
部
を
除
い
て
組
織
的
に
は

P
本
に
最
も

類
似
し
て
い

る
。

そ
れ
は
南
方
所
伝
の
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
が
大
乗
の
影
響
も
多

分
に
受
け
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
考
え
る
に
南
方
所
伝
の
浬
繋
経

を
以

っ
て
更
に
浬
藥
の
事
実
を
強
調
せ
ん
が
た
め
に
新
た
に
編
纂
し
直

し
、
大
乗
思
想
や
そ
の
用
語
等
を
利
用
し
、
新
し
い
浬
盤
経
た
ら
し
め

ん
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
法
本
に

つ
い
て
、
石
川
海
浄
氏
は
遊
本
と
P
本
と
を
止
揚
し
て

述
作
さ
れ
た
経
典
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。

最
後

に
遊
本
に
つ
い
て
。
こ
れ
に

つ
い
て
も
大
胆
な
想
定
に
し
て

一

試
論
で
あ
る
が
、
説
話
と
説
話
と
の
前
後
の
連
絡
の
必
然
性
が
な
い
に

し
て
も
、

記
事
の
移
動
が
甚
し
く
、

こ
の
遊
本
の
み
が
他
本
と
異
質
な

こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
第

一
類
及
び
第
二
類
の
そ
れ
ぞ
れ
の
説
話

(
3
0
)

を
こ
の
遊
本
が
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
第

一
類
、
第

二
類
の
経
典
を
参

照
し

つ
つ
、
長
阿
含
経
が
編
纂
さ
れ
直
し
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ

ろ
う
。

注

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)(

5
)
山
田

竜
城

「
梵

語

文

典

の
諸

文

献

」

四

十

六

頁

(
6
)
前
掲

書

(
7
)
大
正

蔵

一
、

一
六

六
-

一
七

五
頁

(
8
)
同

一
七

六
-
一

九

一
頁

(
9
)
同

一
一
-
三

〇

頁

(
1
0
)
前田

慧

学

著

「
原

始

仏

教

聖
典

の
成

立

史

研

究
」

六

二
四
-
五

頁

(
1
1
)
大正

蔵

一
、

一
九

一
-
二

〇

七

頁

(
1
2
)
大正
蔵

二
四
、

三
八

二
-
四

〇

三
頁

(
1
3
)
東北
N
o
.
 
6
 
a
u
l
 
b
a
 
p
r
n
t
s
e
 
k
y
i
 
g
s
h
i

(
1
4
)
 
S
u
n
g
a
l
a
-
v
i
s
i
 
v
o
l
.
 
I
I
 
P
P
.
 
5
1
6
-
6
1
5
(
P
T
S
)

(
1
5
)白

本

と

失

本

の

ち

が

い
は

次

の

通
り

で
あ

る
。

大

般

浬

婁

経

の

研

究
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密

教

文

化

(
白
本
)

今
仏
年
己
尊
。

且
八
十
如
故
車

無
堅
強
。
我
身
体
如
此
無
堅
強
。

我
本
不
為
若
曹
説
。
無
有
堕
地

不
死
者
。
最
上
有
天
名
不
想
入
。

寿

八
十
億
四
千

万
劫
。

会
当
復

死
。

用
是
起
経
於
天
下
。
断
生

死
之
根
本
。

(
欠
)

我
般
泥
以
後
。
無
得
棄
是
経
戒
。

転
相
承
用
。
自

思
中
外
。

端
心

正
行
当
持
戒
法
。
中
外
合
如
常
。

其
有
四
輩
弟
子
…
…
(
大

正
蔵

一
、

一
六
四
頁
下
)

(
1
6
)
大
正
蔵

一
、

一
六
五
頁
下

(
1
7
)
同一六
六
頁
中
及
び

一
六
五
頁
中

(
1
8
)
同一
六

八
頁
下

(
1
9
)
注
(
5
)

参

照

(
失
本
)

我
亦
已
老
。
年

且
八
十
。

形
如

故
車
。

無
牢
無
強
。

吾
本
説
。

生
死
有
時
。
無
生
不
終
極
。

上

有
天
名
不
想
入
其
寿

八
十
四
千

万
劫
。

彼
亦
有
死
。

是
以
仏
起

経
於
天
下
。

威
示
泥
疸
大
道
。

以
断
生
死
之
本
。

我
今
都
為
身
作
錠
令
自
帰
。

為

法
教
錠
令
法
自
帰
。
彼
何
謂
錠
。

何
謂
自
帰
。

謂
是
専

心
在
四
志

惟
。

一
惟
観
身
。

二
惟
観
痛
。

三
惟
観
意
。

四
惟
観
法
。

健
制

思
念
。
断

不
使
想
。

是
為

一
切

作
法
教
錠
。

当
以
自
帰
。

吾
為
此
巳
重
説
。

如
欲
解
者
。

当
精
進
行
中
外
戒
法
。

必
使
如

常
。

其
有
自
帰
。

…
…
(
同

一

八
〇
頁
上
)

(
2
0
)
例
え
ば
如
来

の
五
希
有
法

(
大

正
蔵

二
四
、

三
八
六
頁
下
)
、仏
伝

の
八

相

(
同
三
九

五
頁
中

・
下
)
前
生
課

(
同
三
九
七
頁
上
…
…
三

九
八
頁

下
)
な
ど
で
あ
る
。

(
2
1
)
如
来
正
法

(
大

正
蔵

一
、

一
九
六
頁
下
)
な
ど
は
華
厳
経
典
と
の
関
連

が
考
え
ら
れ

る
。

一
切
種
智

(
同

二
〇

三
頁
下
-
二

〇
四
頁
上
)

に

も
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。

(
2
2
)
石
川
海
浄
著

「
大
般
浬
般
木
経
三
巻
の
有
り
方
に
就

い
て
」
(
印
度
哲
学
と

仏
教

の
諸
問
題
)

(
2
3
)
第一
類
 
K
a
k
u
t
t
h
a
川
に
て
洗
顔
洗
足

・
濁
流

の
た
め
水
は
飲
め
ず

↓
P
u
t
k
a
s
a
の
こ
と
↓
H
i
a
n
y
a
v
t
i
川
に
て
沐
浴

・
飲
水

第

二
類
 
K
a
k
u
t
t
h
a
川
の
濁
流
を
神
変

で
清
め
飲
水
↓
P
u
t
k
a
s
a
の

こ
と
↓
H
i
a
n
y
a
v
t
i
川
で
沐
浴

遊

本
 
P
u
t
k
a
s
a
の
こ
と
↓
神
変

に
よ
り
清
め
た
水
を
飲
む

・
八
種

浄
水
↓
拘
孫
河

に
て
沐
浴

(
2
4
)
 
U
d
a
n
a
8
-
5

(
2
5
)
(
2
6
)
大

正
蔵

一
、
二
〇
頁
中

(
2
7
)
増
壱
阿
含
経

三
六
、

八
難
品
第
四

ニ
-
三

(
大

正
蔵

二
、
七
五
三
頁
下

-
七

五
四
頁
上
)

(
2
8
)
国
訳

一
切
経
阿
含
部

一
、
解
題

三
七
頁
。
宇
井
伯
寿
著

「
印
度
哲
学
研

究
」

第
二
、

一
四
五
頁
。
前

田
慧
学
著

「
原
始

仏
教
聖
典

の
成
立
史
的

研
究
」
六
二
四
頁

な
ど

(
2
9
)
大
正
蔵

一
、

一
六

五
頁
中
、

同

一
八
八
頁
上

(
3
0
)
遊
本

の
増
広
に

つ
い
て
み
る
と
四
種
あ
る

遊
本
独
自

の
説
話
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N
o
.
 
1
9
(
大

正
蔵

一
、
十
四
頁
下
)
N
o
.
 
4
9
(
同

二
〇
頁
下
)

増
広
改
作

の
可
能
性
の
あ
る
説
話

N
o
.
7
4
(
同
二
六
頁
下
-
二

七
頁
中
)
N
o
.
 
4
9
,
4
5
(
同

十
九
頁
下
-

二
〇
頁
上
)

第

二
類
に
は
な
く
第

一
類
に
共
通
す
る
説
話

N
o
.
 
1
7
(
同

十

四
頁
上
)
N
o
.
 
4
1
(
同

十
八
頁
中
-

下
)

第

一
類
に
な
く
第

二
類

に
共
通
す
る
説
話

N
o
.
 
1
6
(
同

十

六
頁
中
)
N
o
.
 
2
9
(
同

十
七
頁
上
)
N
o
.
 
5
1
(
同

二

一

頁
上
)
N
o
.
 
1
7
(
同

二
十
頁
中
)
N
o
.
 
1
7
(
同

二
六
頁
上
)

(
経
典

の
比
較
研
究
を
行
な
う
に
は
彪
大
な
仏
典
を
網
羅
し
て
論
ず
る

の
が
当
然

で
あ
り
、

こ
れ

で
も
ま
だ
氷
山
の

一
角
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

し

一
角

一
角
を
極
め
て
ゆ
く

こ
と
も
必
要
で
は
な

い
か
と
思
う
。

こ
の

拙
論
を
作
成
す
る
に
際
し
、
宮
坂
先
生
は
じ
め
諸
先
生
方
の
御
指
導
を

賜

っ
た
こ
と

に
対
し
、
深
く
感
謝
す
る
次
第

で
あ
る
。

)

一
九
七

三

・
十

・
二
六

大

般

浬

般
木
経

の

研

究
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