
一
信
ず
」
と
言
い
一
信
仰
」
す
る
と
言
え
ば
、
近
時
は
ひ
と
え
に
既
成
宗
教
の
み
の
問
題
と
見
、
贋
く
人
生
の
問
題
と
し
て
考
え
て
見
る

こ
と
が
少
な
い
。
そ
の
上
、
「
信
ず
」
と
か
「
信
仰
」
と
言
え
ば
、
既
成
宗
教
学
上
の
特
殊
の
概
念
と
見
た
上
で
、
宗
教
学
の
研
究
対
象

と
し
て
は
、
そ
の
普
遍
性
又
は
共
通
性
の
点
の
み
が
注
意
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
基
本
的
に
根
本
的
立
場
を
異
に
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教

に
お
け
る
用
語
上
の
意
味
の
相
違
点
や
特
殊
の
用
法
を
深
く
実
観
し
て
注
意
し
て
見
る
こ
と
が
勘
く
な
い
。
即
ち
概
念
化
し
て
見
よ
う
と

す
る
か
ら
、
従
っ
て
理
の
方
に
重
き
を
お
き
、
事
（
体
験
的
実
践
的
な
る
所
謂
行
義
）
の
方
面
を
比
較
的
に
等
閑
視
す
る
か
、
ま
た
は
別
個

一
問
題
の
所
在

仏
教一

問
題
の
所
在

二
仏
教
に
お
け
る
信
は
人
生
に
お
け
る
信

三
「
悟
り
」
と
「
信
」
と
の
関
係
の
典
拠

四
後
世
の
信
・
信
心
・
大
信
心
と
菩
提

五
む
す
び に

お

け
る
信
の
意
義

僻
に
情
と
雷
，
と
画
封
僑

東
洋
大
学
名
誉
教
授

西
義
雄
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此
の
悌
教
の
論
疏
の
引
用
に
於
い
て
第
一
に
疑
問
と
な
る
の
は
悌
教
に
於
け
る
－
信
」
と
一
信
心
」
と
に
就
い
て
全
く
区
匪
を

見
ず
し
て
、
諭
疏
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
勿
論
、
多
く
の
諭
疏
の
中
に
は
必
ず
し
も
こ
の
信
と
信
心
と
を
異
な
る
も
の
と
し

て
の
み
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
又
、
信
と
信
心
と
を
区
別
し
て
、
そ
こ
に
重
大
な
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
も
勘
く
な

い
こ
と
に
対
す
る
注
意
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
に
俳
教
に
お
け
る
信
と
信
心
と
大

信
心
と
の
関
係
を
詳
述
す
る
際
に
、
明
ら
か
に
し
て
見
た
い
と
思
う
。

第
二
に
先
の
俳
教
の
信
に
就
い
て
の
引
用
文
中
、
大
智
度
論
巻
一
（
大
正
二
五
頁
六
三
、
上
）
「
俳
教
の
大
海
に
は
信
を
以
て
能
入
と
な

し
、
智
を
以
て
能
度
と
な
す
（
中
略
）
若
し
人
の
心
中
に
信
清
浄
な
る
も
の
あ
れ
ば
、
是
の
人
は
能
く
俳
法
に
入
る
。
若
し
信
な
け
れ

ば
、
是
の
人
は
悌
法
に
入
る
こ
と
能
わ
ず
」
と
言
う
の
が
あ
る
。

此
の
引
用
文
中
に
は
「
信
」
と
の
み
あ
っ
て
、
「
信
心
」
と
は
言
っ
て
い
な
い
が
、
然
し
此
の
辞
典
の
如
く
信
と
信
心
と
同
一
と
見
る

立
場
に
立
っ
て
、
此
を
先
の
「
信
仰
」
と
同
義
と
見
る
と
す
れ
ば
、
「
唯
一
の
実
在
な
る
神
を
信
仰
す
」
る
と
き
の
⑦
匿
号
の
（
又
は

闘
昏
）
を
、
此
の
引
用
文
に
入
れ
代
え
て
見
る
こ
と
も
出
来
る
筈
で
あ
る
。
若
し
然
ら
ば
、
「
神
に
は
信
仰
を
以
て
能
入
と
な
し
、
智
を

例
せ
ば
、
イ
ン
ド
に
於
け
る
昏
画
青
貝
喜
色
己
）
と
脅
凹
＆
目
（
の
勉
邑
厨
）
と
は
、
共
に
信
と
も
信
仰
と
も
訳
し
得
る
と
し
、
ョ
ロ
ヅ

パ
語
の
固
』
吾
（
Ｑ
四
号
①
》
句
ｇ
）
と
悌
教
に
於
け
る
信
や
信
心
と
を
共
に
同
一
視
し
て
見
よ
う
と
す
る
が
如
き
で
あ
る
。
そ
の
一
例
は
宗

（
ｎ
ｏ
）

教
学
辞
典
中
の
、
信
仰
の
項
目
下
に
、
先
ず
９
回
目
①
を
あ
げ
、
①
信
ず
る
対
象
と
し
て
「
次
元
の
高
い
神
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、
別

信
仰
は
畏
敬
（
か
し
こ
み
慎
し
み
、
お
そ
れ
仰
ぐ
）
の
心
的
状
況
を
持
つ
と
し
、
更
に
③
信
仰
に
相
当
す
る
も
の
は
沸
教
の
「
信

心
」
と
し
、
仙
俳
教
の
信
や
信
心
に
就
い
て
の
大
乗
併
教
の
論
疏
の
文
を
挙
げ
、
⑤
結
論
的
に
信
心
と
信
仰
と
は
同
義
で
あ
る
と
の
趣
旨

心
」
と
し
、
Ｇ
俳
教
の
信
や
信
心
』

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
如
き
で
あ
る
。

の
概
念
と
し
て
見
る
傾
向
か
多
い
《
》



以
て
能
度
と
な
す
云
云
」
と
言
っ
て
も
よ
い
こ
と
に
な
ろ
う
曝
一
悌
教
で
は
大
智
度
論
巻
一
（
大
正
二
五
頁
六
三
、
上
）
の
談
用
経
文
中
に

「
信
を
説
い
て
手
の
如
し
と
す
、
人
に
手
あ
れ
ば
宝
山
中
に
入
り
て
自
在
に
（
能
く
）
宝
を
取
る
が
如
し
。
信
あ
る
人
も
亦
、
是
の

如
く
、
俳
法
の
宝
山
中
に
入
り
て
、
自
在
に
取
る
所
あ
り
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
若
し
信
即
信
心
即
信
仰
と
見
て
、
此
の
文
を
、

神
の
信
仰
の
場
合
に
膳
用
す
れ
ば
、
「
信
仰
を
以
て
神
を
取
る
」
と
言
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
は
な
い
か
。
俳
教
に
於
て
は
、
後

に
詳
述
す
る
が
如
く
、
桃
・
法
・
僧
三
宝
へ
の
信
で
あ
り
、
桃
・
法
・
僧
三
宝
は
三
即
一
、
一
即
三
の
義
が
あ
る
と
す
る
か
ら
、
俳
法
の

大
海
に
入
る
と
い
い
、
俳
法
の
宝
を
信
の
手
を
以
て
取
る
と
言
っ
て
も
、
必
ず
し
も
俳
陀
の
威
信
を
損
う
と
は
考
え
な
い
。
何
ん
と
な
れ

（
４
）

ば
、
特
に
大
乗
俳
教
で
は
、
俳
即
真
如
、
真
如
即
俳
法
な
ど
と
言
う
。
最
も
信
を
尊
び
、
信
心
為
本
を
唱
え
た
と
さ
れ
る
親
鴬
の
浄
土
和

（
５
）讃

中
に
も
、
「
真
解
脱
ハ
如
来
ナ
リ
如
来
ス
ナ
ワ
チ
浬
梁
ナ
リ
、
浬
盤
ヲ
俳
性
卜
名
ケ
タ
リ
。
大
信
心
ハ
俳
性
ナ
リ
、
俳
性
ス
ナ

ワ
チ
如
来
ナ
リ
」
な
ど
と
言
っ
て
、
法
と
し
て
の
浬
薬
又
は
解
脱
を
俳
性
と
し
又
は
如
来
と
す
る
が
如
き
説
が
あ
る
。
即
ち
法
俳
一
如
一

体
の
義
が
、
浄
土
真
宗
の
教
義
中
に
す
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
信
を
以
て
沸
法
に
入
り
、
又
は
信
を
以
て
宝
山
た
る
悌
法
を

取
る
と
す
る
こ
と
は
、
信
を
以
て
俳
陀
如
来
に
入
り
、
信
を
以
て
俳
陀
如
来
を
取
る
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
人
が
Ｑ
画
号
の

の
信
仰
を
以
て
唯
一
実
在
な
る
神
に
入
り
、
人
の
信
仰
を
以
て
自
在
に
能
く
神
を
取
る
と
言
い
得
る
と
す
れ
ば
、
能
く
神
の
畏
敬
を
損
す

る
こ
と
無
し
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
と
言
う
問
題
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
場
合
も
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
特
に
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る

信
仰
と
俳
教
に
於
け
る
信
又
は
信
心
と
を
、
一
概
に
同
義
と
見
る
こ
と
に
、
多
大
の
祷
曙
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

又
、
第
二
に
、
以
上
の
宗
教
学
辞
典
中
の
大
智
度
論
の
引
用
文
中
に
、
「
若
し
人
、
心
中
に
信
清
浄
な
る
も
の
あ
れ
ば
、
是
の
人
は
能

（
６
）

く
俳
法
に
入
る
」
と
あ
る
が
、
俳
教
で
「
信
は
心
を
境
に
於
て
清
浄
な
ら
し
む
」
と
す
る
の
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
清
浄
と
は
、

大
乗
俳
教
で
は
、
人
我
、
法
我
等
の
一
切
我
見
や
一
切
の
煩
悩
の
染
汚
な
き
こ
と
、
即
ち
人
空
法
空
の
皆
空
無
自
性
と
す
る
の
が
常
道
で

あ
る
。
若
し
三
宝
の
信
即
信
心
が
神
の
信
仰
と
同
義
と
す
れ
ば
、
極
端
に
言
え
ば
神
を
信
仰
す
る
と
は
、
信
仰
は
、
神
を
も
無
自
性
皆
空
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と
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

更
に
第
三
に
神
⑳
信
仰
鰭
尊
ぶ
キ
リ
ス
ト
教
史
上
こ
れ
峰
亦
梢
罵
極
端
葱
る
説
と
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
所
謂

旨
昌
詩
旨
○
口
な
る
も
の
が
屡
ど
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
宗
教
裁
判
と
も
信
仰
裁
判
な
ど
と
も
言
わ
れ
、
同
一
キ
リ
ス
ト
教
会
内
で
異
端
者

と
目
せ
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
恐
ろ
し
い
拷
問
や
刑
罰
な
ど
が
行
わ
れ
、
時
に
は
焚
殺
な
ど
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
然
も
こ

れ
を
行
う
こ
と
を
以
て
「
神
聖
な
る
務
め
」
（
留
口
ｏ
日
日
○
訟
○
旨
日
）
と
さ
れ
て
い
た
。
更
に
は
、
十
字
軍
に
よ
り
征
討
な
ど
の
戦
端
が
、

百
セ
八
十
年
間
に
亘
り
行
わ
れ
た
如
き
こ
と
は
、
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
イ
エ
ス
や
そ
の
使
徒
な
ど
の
与
り
知
ら
ぬ
行
き

過
ぎ
た
後
世
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
行
為
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
舷
に
も
亦
、
所
謂
不
正
義
な
る
も
の
に
対
す
る
ヘ
ブ
ラ
ィ
ズ
ム
系

の
宗
教
「
信
仰
」
の
感
情
の
昂
奮
に
よ
る
強
烈
さ
を
語
る
一
面
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
然
し
俳
教
の
「
信
」
又
は
信
心
の

高
揚
に
よ
り
て
、
斯
か
る
教
団
史
上
の
紛
争
殺
人
な
ど
は
起
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
舷
に
も
、
俳
教
的
な
信
又
は
信
心
が

一
切
の
殺
人
的
行
為
を
無
明
煩
悩
と
し
て
厳
に
排
除
す
る
「
信
に
よ
る
清
浄
」
の
作
用
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

勿
論
、
俳
教
教
団
史
に
於
て
も
、
異
端
邪
義
を
破
邪
し
顕
正
す
る
こ
と
は
、
特
に
阿
毘
達
磨
俳
教
以
来
、
屡
ミ
見
ら
れ
る
し
、
浄
土
真

宗
な
ど
で
異
安
心
問
題
な
ど
が
起
き
た
こ
と
は
、
記
憶
に
新
し
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
最
悪
の
場
合
に
於
て
も
、
異
端
者
異
安
心
者
は

古
く
は
波
羅
夷
罪
と
し
て
僧
籍
を
奪
わ
れ
る
と
か
破
門
さ
れ
る
程
度
で
、
勘
く
と
も
教
団
自
体
に
よ
る
肉
体
的
拷
問
や
焚
殺
や
戦
闘
や
暴

力
的
殺
人
は
厳
禁
さ
れ
て
き
て
い
る
。

こ
の
外
に
細
か
い
問
題
も
あ
る
が
、
以
上
の
問
題
の
所
在
を
総
じ
て
言
え
ば
次
の
如
く
な
る
。
宗
教
的
現
象
、
特
に
開
宗
者
と
か
開
祖

者
を
有
す
る
宗
教
教
団
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
於
て
は
、
そ
の
開
宗
者
開
祖
者
の
説
示
教
説
中
の
根
本
的
な
る
立
場
、
根
本
的
意
趣
を
断

絶
す
る
事
な
く
信
受
し
伝
承
す
る
点
に
、
そ
の
宗
教
教
団
の
他
の
宗
教
系
統
と
異
な
っ
て
存
在
し
続
け
来
る
生
命
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

の
開
宗
者
の
根
本
的
立
場
な
り
根
本
的
意
趣
の
伝
承
の
中
に
、
社
会
的
に
信
ぜ
ら
れ
る
原
点
が
あ
り
、
教
徒
宗
徒
の
信
或
い
は
又
信
仰
は



何
等
か
の
意
味
で
、
必
ず
こ
れ
と
結
び
つ
く
も
の
が
あ
り
、
否
、
そ
の
根
本
的
立
場
又
は
根
本
的
意
趣
に
直
結
す
る
も
の
に
対
す
る
信
で

あ
り
信
仰
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
若
し
そ
の
根
本
的
立
場
や
根
本
的
意
趣
が
全
く
異
な
る
宗
教
に
お
け
る
宗
徒
信
者
の
信
な
り
信
仰
な
り
は
、
彼
と
此
と
全
く
同

じ
で
は
あ
り
得
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
勿
論
、
比
較
宗
教
学
で
は
、
相
互
の
類
似
点
、
共
通
点
を
と
も
か
く
把
握
す
る
必
要
が
あ

る
。
悌
教
や
、
ヘ
ブ
ラ
ィ
ズ
ム
の
宗
教
中
の
キ
リ
ス
ト
教
や
回
教
の
如
き
世
界
的
宗
教
に
は
、
勿
論
、
共
通
す
る
多
く
の
傾
向
や
宗
義
も

勘
く
な
い
が
、
又
同
時
に
異
な
っ
た
所
も
非
常
に
多
く
存
す
る
。
共
通
す
る
点
の
み
を
早
急
に
取
り
上
げ
す
ぎ
て
、
異
な
る
点
を
等
閑
祝

し
、
抽
象
的
概
念
化
の
み
を
急
追
す
る
時
は
、
思
わ
ぬ
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
宗
教
学
ａ
：
ｐ
ｏ
の
旦

閃
島
四
○
口
）
の
研
究
と
し
て
も
、
決
し
て
実
り
多
き
も
の
と
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
何
等
か
の
共
通
点
を
取
り
上
げ

る
と
共
に
、
そ
の
異
な
っ
た
点
、
異
な
る
べ
き
点
を
も
厳
密
に
検
出
し
て
、
そ
の
異
な
る
点
を
も
摂
含
す
る
普
遍
性
の
発
見
、
又
は
普
遍

化
へ
の
努
力
こ
そ
が
、
宗
教
学
と
し
て
の
み
で
な
く
、
相
互
の
宗
教
そ
の
も
の
の
発
展
、
進
化
向
上
に
も
役
立
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
、

と
言
う
点
に
あ
る
。

前
に
ふ
れ
た
如
く
一
信
」
と
言
え
ば
、
劣
一
く
の
世
人
は
凡
て
此
を
既
成
宗
教
上
の
現
象
と
見
る
け
れ
ど
も
、
必
ず
し
も
厳
密
に
は
、

そ
う
で
は
な
い
。
例
せ
ば
、
ヨ
ロ
ッ
パ
に
於
い
て
十
九
世
紀
以
来
展
開
し
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
如
き
も
、
或
る
立
場
か
ら
は
、
此
を
マ

ル
ク
ス
宗
で
あ
り
、
唯
物
宗
で
あ
る
と
評
せ
ら
れ
る
面
が
あ
る
。
元
来
、
主
と
し
て
マ
ル
キ
ス
ト
、
又
は
唯
物
主
義
者
は
、
十
九
世
紀
の

ョ
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
最
も
多
く
信
ぜ
ら
れ
て
来
て
い
た
既
成
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
や
広
く
は
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
を
、
代
表
的
な
宗

教
と
見
、
か
つ
こ
れ
を
歴
史
的
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
の
哲
学
・
科
学
特
に
自
然
科
学
の
立
場
か
ら
見
て
、
宗
教
は
非
科
学
性
で
あ
る
と

｜
｜
仏
教
に
お
ほ
る
信
は
人
生
に
お
け
る
信
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し
て
、
科
学
と
の
矛
盾
性
を
注
目
し
、
斯
る
宗
教
現
象
は
、
将
来
、
科
学
が
更
に
発
達
す
れ
ば
自
然
に
不
要
と
な
ｈ
ノ
、
消
滅
す
る
も
の
と

推
定
し
、
進
ん
で
は
、
宗
教
は
斯
る
人
生
の
科
学
的
思
考
力
を
阻
止
す
る
阿
片
の
如
き
も
の
と
な
す
に
至
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
如
く
で

然
ら
ば
、
彼
等
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
者
を
も
一
部
の
人
々
か
ら
マ
ル
ク
ス
宗
又
は
唯
物
宗
と
評
せ
ら
れ
る
所
以
は
何
虎
に
あ
る
か
と
言
え

ば
、
彼
等
は
勿
論
、
人
間
の
上
に
立
つ
神
又
は
神
々
の
実
在
を
信
じ
な
い
。
し
か
し
、
マ
ル
ク
ス
（
又
は
レ
ニ
ン
）
な
ど
の
所
謂
唯
物

史
観
と
し
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
を
唯
一
の
金
科
玉
条
と
し
、
何
等
の
批
判
も
自
由
な
る
解
釈
を
も
許
さ
な
い
点
が
、
恰
も
キ
リ
ス
ト
教
や

回
教
の
教
条
（
ド
グ
マ
）
を
絶
対
的
と
信
じ
、
そ
の
批
判
を
許
容
し
な
い
の
と
全
く
同
一
な
信
仰
的
態
度
で
あ
る
点
を
指
し
て
、
彼
等
マ

ル
キ
ス
ト
達
も
信
仰
対
象
は
異
に
す
る
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
の
一
種
の
変
形
的
宗
教
の
型
に
堕
す
る
も
の
と
見
よ
う
と

あ
る
。但

し
今
、
舷
で
斯
る
見
方
の
正
不
正
を
論
じ
よ
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
一
宗
教
」
と
言
う
現
象
中
に
何
か
の
ド
グ
マ
的
教
条
を
立
て

て
、
此
に
何
等
の
自
由
の
立
場
に
立
っ
て
の
解
釈
も
批
判
も
許
さ
ず
全
く
無
批
判
的
に
受
け
容
れ
よ
う
と
す
る
態
度
を
一
種
の
信
仰
的
態

度
と
見
て
、
マ
ル
キ
シ
、
ス
ム
に
も
斯
の
如
き
傾
向
あ
り
と
し
唯
物
宗
で
あ
る
と
見
よ
う
と
す
る
、
か
か
る
批
評
に
対
し
て
は
、
マ
ル
キ
ス

ト
の
唯
物
史
観
は
、
自
か
ら
社
会
科
学
で
あ
っ
て
、
決
し
て
宗
教
で
は
な
い
と
の
反
対
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
科
学
は
、
時
・
虎
・

条
件
・
方
法
が
異
な
れ
ば
、
そ
れ
に
膳
じ
た
施
設
、
仮
説
等
が
立
て
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
批
判
も
許
さ
れ
る
。
し
か
し
マ
ル
キ

ス
ト
は
百
数
十
年
以
前
の
社
会
制
度
に
対
す
る
考
え
方
を
今
も
尚
、
そ
の
ま
ま
に
通
用
さ
せ
よ
う
と
し
、
か
つ
重
視
し
て
い
る
所
が
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。
若
し
か
く
見
る
と
す
れ
ば
、
純
然
た
る
マ
ル
キ
ス
ト
は
、
人
の
上
に
物
的
制
度
を
立
て
て
、
此
を
絶
対
視
し
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
一
う
こ

と
思
う
の
で
あ
る
。
若
し
か
ノ
、
目

す
る
，
も
の
で
あ
る
と
一
言
え
よ
う
。

他
面
、
一
般
宗
教
者
側
か
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
如
き
は
唯
物
論
の
基
礎
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
に
対
し
宗
教
現
象
は
精
神
面
９



魂
の
面
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
↑
未
来
永
遠
性
と
の
深
い
関
連
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
以
上
の
如
き
唯
物
論
に
対
す
る
無

批
判
的
順
法
者
の
如
き
を
宗
教
と
見
倣
す
こ
と
が
、
い
か
に
杜
撰
な
非
学
問
的
な
説
で
あ
る
か
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
自
然

科
学
と
人
文
科
学
と
の
区
別
を
な
す
立
場
か
ら
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宗
教
現
象
と
称
す
る
も
の
の
中
に
、
既
成
の
ド
グ

マ
を
無
批
判
に
信
行
し
、
い
わ
ば
絶
対
的
に
遵
奉
せ
ん
と
す
る
態
度
の
あ
る
点
を
重
視
し
て
、
今
日
の
一
部
の
マ
ル
キ
ス
ト
を
唯
物
宗
と

評
す
る
人
々
も
あ
る
点
を
注
目
し
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
一
般
宗
教
現
象
に
と
っ
て
、
信
じ
、
信
仰
し
て
、
「
信
じ
ら
れ
て
あ
る
」
こ
と
が

重
要
な
る
こ
と
を
注
目
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
、
弦
に
敢
え
て
匿
い
意
味
か
ら
の
問
題
の
一
と
し
て
掲
げ
て
見
た
の
で
あ
る
。

次
に
「
宗
教
」
を
自
然
科
学
と
異
な
る
人
文
科
学
中
の
一
部
門
で
あ
り
文
化
現
象
と
限
定
し
て
、
そ
の
宗
教
で
は
「
信
」
ず
る
こ
と
に

特
質
が
あ
る
と
見
る
時
は
ど
う
か
と
言
う
に
、
こ
こ
で
も
、
何
を
、
い
か
に
信
ず
る
か
に
よ
っ
て
、
「
信
ず
る
」
と
言
う
意
味
内
容
は
前

述
の
如
く
必
ず
し
も
同
一
で
は
あ
り
え
な
い
。
宗
教
と
称
せ
ら
れ
る
文
化
現
象
中
に
も
、
例
せ
ば
、
人
間
以
上
の
存
在
、
人
間
を
超
越
す

る
神
、
即
ち
絶
対
者
と
し
て
の
実
在
を
「
信
仰
」
す
る
も
の
の
中
に
、
特
に
高
等
な
宗
教
現
象
と
し
て
恒
に
注
目
さ
れ
る
ユ
ダ
ヤ
教
・
キ

リ
ス
ト
教
・
回
教
の
如
き
が
あ
る
。
此
等
は
共
通
し
て
唯
一
絶
対
な
る
神
の
実
在
を
信
仰
す
る
唯
一
神
教
で
あ
る
。
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
で

は
、
唯
一
神
は
同
時
に
造
物
主
で
あ
る
の
で
、
此
を
被
造
物
者
た
る
人
間
が
い
か
に
熱
心
に
敬
虚
に
信
仰
し
よ
う
と
も
、
神
と
な
る
こ
と

即
ち
成
神
は
在
り
得
な
い
。
こ
れ
は
人
の
上
に
信
の
対
象
を
立
て
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ズ
教
は
多
神
教
と
も
見
ら
れ

る
が
、
焚
書
時
代
ま
で
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
創
造
神
な
る
蕊
の
信
仰
は
、
此
を
単
一
神
教
な
ど
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
此
の
場
合
に
も

信
仰
の
対
象
は
、
人
間
の
外
な
る
又
は
人
間
以
上
の
次
元
の
高
い
神
又
は
神
々
な
の
で
、
信
仰
の
義
は
畏
敬
（
か
し
こ
み
慎
し
み
、
お
そ

れ
仰
ぐ
）
の
心
的
状
況
を
も
ち
、
或
い
は
自
己
を
投
棄
し
、
献
身
す
る
の
義
が
主
と
さ
れ
る
。
こ
の
中
に
は
神
に
な
る
思
想
が
な
い
で
は

な
い
が
、
佃
と
し
て
の
被
造
物
で
あ
る
人
は
佃
の
ま
ま
で
は
神
に
な
れ
な
い
。
個
を
減
し
て
死
後
即
ち
全
た
る
蛇
に
還
元
す
る
と
き
に
の

み
此
の
成
神
が
言
わ
れ
る
。
但
し
耗
我
一
如
を
論
ず
る
に
至
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
、
梢
ミ
此
の
説
か
ら
脱
化
し
哲
学
的
に
も
深
い
が
、

10
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然
し
一
面
、
理
想
は
永
遠
に
追
求
す
べ
き
も
の
で
、
人
生
に
と
っ
て
永
遠
の
当
為
を
追
求
す
る
宗
教
と
見
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
沸
教

も
亦
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
的
な
意
味
に
於
け
る
畏
敬
の
対
象
と
し
て
の
神
を
立
て
な
い
宗
教
の
一
つ
で
あ
る
。
勿
論
、
俳
教
の
中
に
は
、
多

く
の
神
々
の
名
が
一
種
の
尊
敬
の
情
を
以
て
屡
と
語
ら
れ
て
お
り
、
又
、
尊
崇
も
さ
れ
る
面
が
、
特
に
大
乗
俳
教
に
な
る
と
多
い
。
し
か

し
こ
れ
等
は
所
謂
護
法
の
善
神
と
さ
れ
、
併
法
を
護
り
、
俳
道
修
行
者
を
擁
護
す
る
神
々
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
第
二
義
的
な
存
在
で
あ

る
。
本
来
の
俳
教
の
信
の
対
象
は
、
一
貫
し
て
俳
。
法
・
僧
の
三
宝
で
あ
る
。
桃
・
法
・
僧
の
三
宝
に
阪
依
し
此
を
信
じ
阪
命
（
南
無
）

す
る
こ
と
が
、
俳
道
入
信
の
出
発
点
で
あ
る
。

然
ら
ば
三
宝
の
一
な
る
俳
（
俳
陀
）
と
は
何
か
？
前
述
の
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
等
に
於
け
る
神
と
此
の
俳
陀
の
関
係
や
そ
の
位
置
づ
け
は

ど
う
か
が
先
ず
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
俳
教
を
発
生
史
的
に
見
る
と
、
イ
ン
ド
に
於
て
は
、
リ
グ
・
ヴ
ェ
ダ
の
後
期
か
ら
初
期
ゥ
パ
ー

純
我
一
如
の
完
成
は
第
四
位
即
ち
死
位
と
す
る
所
に
、
尚
、
前
説
の
静
習
が
残
っ
て
い
る
。

然
し
宗
教
と
称
す
る
現
象
の
中
に
は
、
必
ず
し
も
斯
る
人
間
と
次
元
を
超
え
る
高
い
神
又
は
神
々
を
立
て
な
い
も
の
も
あ
る
。
例
せ

ば
、
原
始
宗
教
と
目
さ
れ
る
プ
レ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
（
甲
①
回
己
目
印
目
）
の
如
く
、
自
然
現
象
自
体
が
マ
ナ
（
日
幽
目
）
と
称
す
る
超
自
然
的
な

不
思
議
な
力
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。

（
２
）

又
、
近
代
に
な
れ
ば
オ
グ
ス
ト
・
コ
ン
ト
や
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
な
ど
の
主
張
す
る
ヒ
ュ
マ
ニ
ズ
ム
的
な
宗
教
、
所
謂
人
道
教

免
農
唱
○
口
旦
国
匡
日
陣
巳
ｑ
）
が
あ
る
。
こ
の
人
道
教
で
は
、
人
間
の
最
高
理
想
を
立
て
、
其
の
理
想
を
全
人
間
的
な
感
激
を
以
て
追
求

し
て
行
く
生
活
自
体
の
中
に
、
宗
教
が
あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
此
等
の
宗
教
生
活
者
は
共
に
人
間
以
上
の
神
を
立
て

る
宗
教
と
は
言
え
な
い
。
斯
る
宗
教
に
於
て
は
、
神
又
は
神
々
を
対
象
と
し
て
「
信
仰
す
る
」
が
如
き
畏
敬
の
情
と
等
し
き
生
活
が
あ
る

と
言
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
然
し
、
宗
教
的
情
感
の
一
部
と
し
て
の
清
浄
感
と
か
神
聖
感
の
如
き
が
全
く
見
ら
れ
な
い
と
は

言
い
得
な
い
で
あ
ら
う
擬

11



シ
ャ
ッ
ド
時
代
に
現
わ
れ
た
創
造
神
焚
〔
学
者
は
ヘ
ブ
ラ
ィ
ス
ム
の
唯
一
神
教
（
言
○
口
ｏ
吾
鳥
目
）
に
対
し
て
単
一
神
教
（
酉
ｇ
ｏ
号
：
目
）

の
信
の
対
象
〕
を
予
知
し
、
こ
の
宇
宙
構
成
を
欲
・
色
・
無
色
の
三
界
と
し
一
切
の
有
情
を
六
道
（
天
・
人
・
修
羅
・
餓
鬼
・
畜
生
・
地

獄
）
の
実
存
と
見
る
。
こ
の
中
、
蹄
又
は
耗
天
の
存
在
を
三
界
中
の
色
天
に
配
し
、
此
を
含
む
一
切
の
衆
生
は
此
の
三
界
六
道
に
輪
廻
し

転
生
す
る
も
の
と
見
る
。
此
に
対
し
て
俳
陀
は
、
此
等
の
三
界
六
道
を
全
部
超
え
て
、
六
道
の
輪
廻
転
生
か
ら
完
全
に
解
脱
し
自
由
自
在

と
な
れ
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
大
悲
の
如
来
と
し
て
三
界
衆
生
救
済
に
来
る
も
の
と
見
る
。
従
っ
て
早
く
か
ら
俳
陀
の
名
号
の
一
と
し

て
、
「
人
天
の
師
（
獣
の
国
号
畠
目
色
ロ
巨
切
鼠
忌
日
こ
と
し
、
こ
れ
を
信
の
対
象
で
あ
る
俳
陀
如
来
と
見
る
。
従
っ
て
又
一
切
の
護
法
の
善

神
達
の
販
依
の
対
象
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
俳
道
に
入
信
す
る
一
切
人
天
の
最
上
の
目
的
は
、
斯
の
如
き
俳
陀
と
成
る
為
め

で
あ
り
、
成
俳
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

次
に
法
に
阪
依
し
法
を
信
ず
る
と
は
、
俳
陀
如
来
の
説
示
す
る
法
で
あ
り
、
従
っ
て
法
は
信
ず
る
者
を
し
て
成
俳
さ
せ
る
道
と
し
て
の

法
で
も
あ
る
。
此
の
法
に
対
し
て
は
此
を
真
俗
二
諦
に
分
っ
て
明
ら
か
に
す
る
説
が
可
な
り
早
く
か
ら
あ
る
。
大
乗
の
宣
揚
者
龍
樹
の
如

き
は
、
こ
の
真
俗
二
諦
〔
の
義
〕
を
分
別
す
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
則
ち
〔
甚
〕
深
な
る
俳
法
に
於
て
真
実
の
義
を
知
る
こ
と
が
出

来
な
い
（
中
論
観
四
諦
品
第
廿
四
、
第
八
九
偶
）
と
極
言
し
て
い
る
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
俳
八
葛
四
千
の
法
門
中
に
、
世
俗
の
道
理

道
徳
と
共
通
の
法
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
第
一
義
諦
な
る
俳
道
完
成
の
た
め
の
慈
悲
方
便
施
設
と
し
て
、
世
俗
言
語
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ

た
も
の
で
、
第
一
義
諦
を
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
此
を
世
俗
諦
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
此
の
諸
俳
所
説
の
法
を
信
じ
解
し

行
じ
証
す
れ
ば
、
成
俳
疑
い
無
し
と
し
て
、
此
の
法
を
信
ず
べ
し
と
す
る
の
で
あ
る
。
此
の
法
を
信
解
行
証
す
れ
ば
必
ず
俳
と
成
る
点
を

重
視
す
れ
ば
、
こ
の
法
こ
そ
俳
を
生
ず
る
も
の
と
も
言
え
る
の
で
、
此
の
法
に
対
す
る
信
は
、
俳
を
信
ず
る
こ
と
と
同
等
に
重
要
な
る
仰

重
視
す
れ
ば
、
こ
の
法
こ
そ
俳
を
」

教
に
於
け
る
信
の
対
象
と
さ
れ
る
。

然
し
如
何
に
怖
・
如
来
の
大
悲
の
手
が
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
さ
し
の
ば
さ
札
此
に
導
く
甚
深
に
し
て
無
数
の
教
法
が
あ
っ
て
も
、
無

12
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め
し
い

始
以
来
の
無
知
無
明
に
盲
目
さ
れ
て
来
た
煩
悩
深
重
な
る
凡
夫
な
る
わ
れ
わ
れ
は
、
此
に
目
を
開
か
せ
手
を
取
り
足
を
ひ
っ
ぱ
り
、
恒
に

そ
の
周
囲
に
あ
っ
て
此
を
は
げ
ま
し
て
く
れ
る
も
の
が
な
け
れ
ば
成
俳
は
容
易
で
な
い
。
こ
こ
に
於
て
、
元
は
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
凡
夫
で

あ
っ
た
が
、
俳
陀
釈
尊
に
よ
り
、
長
老
偶
長
老
尼
偶
に
痔
え
ら
れ
る
如
く
、
俳
陀
の
最
高
の
弟
子
達
と
な
っ
て
悌
道
に
達
せ
る
も
の
、
及

び
俳
道
を
信
解
行
証
し
つ
つ
あ
る
親
切
な
出
家
及
び
在
家
の
仲
間
の
人
達
が
、
或
は
親
代
り
の
和
尚
と
な
り
、
或
は
教
師
（
阿
閣
梨
）
と

な
り
、
同
病
相
あ
わ
れ
む
友
人
と
な
り
、
互
い
に
は
げ
ま
し
切
瑳
琢
磨
し
、
或
は
陰
と
な
り
陽
と
な
っ
て
導
い
て
く
れ
る
所
謂
善
知
識
達

が
必
要
と
な
る
。
若
し
か
か
る
人
々
が
い
な
け
れ
ば
、
俳
と
法
と
は
正
に
高
嶺
の
花
で
あ
っ
て
、
此
に
達
し
手
に
入
れ
自
分
の
も
の
と
し

て
、
自
か
ら
解
・
行
・
証
し
俳
道
を
成
ず
る
こ
と
は
難
中
の
難
で
あ
る
。
此
等
の
俳
道
に
信
・
行
・
証
せ
る
人
々
や
、
し
つ
つ
あ
る
出
家

在
家
の
人
々
の
社
会
が
正
に
僧
伽
で
あ
る
。
そ
し
て
此
等
の
在
家
出
家
の
僧
伽
を
崇
敬
し
、
自
か
ら
も
亦
、
全
生
涯
を
通
じ
て
こ
の
仲
間

に
入
る
決
心
を
す
る
こ
と
が
、
僧
伽
へ
の
腹
命
で
あ
り
南
無
僧
で
あ
り
、
僧
伽
を
信
ず
る
こ
と
と
な
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
僧

伽
の
中
に
は
原
始
俳
教
で
は
、
歴
史
的
釈
迦
俳
も
沸
弟
子
阿
羅
漢
と
な
っ
た
人
々
も
含
む
、
〔
例
せ
ば
初
転
法
輪
時
に
阿
若
僑
陣
如
等
五

（
７
）

比
丘
を
は
じ
め
釈
尊
と
共
に
六
十
一
人
の
阿
羅
漢
が
生
じ
た
と
い
う
如
く
〕
此
を
僧
伽
と
い
う
。
後
に
菩
薩
思
想
が
俳
教
教
団
内
に
一
般

に
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
諸
仰
や
在
家
出
家
の
諸
菩
薩
も
加
え
て
此
を
悌
教
の
僧
伽
と
言
う
に
至
っ
て
い
る
。
即
ち
僧
伽

を
信
ず
る
の
要
義
は
、
元
は
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
無
始
以
来
の
煩
悩
甚
重
で
あ
り
あ
か
の
凡
夫
で
あ
っ
た
人
々
が
、
目
前
に
俳
道
を
信
解
行

証
し
解
脱
し
浬
盤
を
証
し
生
活
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
、
凡
夫
に
と
り
、
成
俳
道
の
可
能
性
を
現
顕
に
実
証
し
う
る
こ
と
と
な
り
、
此
の
事

実
は
、
現
量
的
に
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
又
、
此
の
僧
伽
の
実
存
を
信
ず
る
こ
と
は
、
や
が
て
、
悌
と
法
と
を
信
ぜ
ざ
る
得
な
い
こ
と
と

な
る
。
即
ち
成
俳
の
教
た
る
沸
法
が
、
か
か
る
僧
伽
を
信
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
く
実
証
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
俳
法
が
単
な
る
理

想
や
観
念
に
終
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
俳
道
に
対
す
る
入
信
の

信
」
か
一
成
俳
道
即
ち
俳
と
法
と
の
行
証
の
所
謂
成
俳
へ
の
一
本
道
た
る
白
道
に
進
入
せ
る
こ
と
に
唾



（
９
）

曾
て
私
は
阿
含
、
尼
河
耶
の
中
か
ら
、
信
と
そ
の
関
係
法
と
の
意
義
に
就
い
て
論
述
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
信
（
の
幽
監
厨
）
を
頭
書

に
述
べ
て
順
次
に
俳
教
の
修
道
上
の
要
語
に
就
い
て
説
述
す
る
「
経
」
法
で
あ
る
が
、
其
の
経
数
が
非
常
に
多
く
、
そ
の
一
々
を
弦
で
、

再
説
す
る
紙
数
が
な
い
。
そ
の
中
、
信
を
首
め
と
し
、
漸
次
に
修
行
徳
目
を
系
列
的
に
述
べ
た
も
の
を
類
別
し
整
理
す
る
と
、
凡
そ
十
五
、

（
ｍ
）

六
種
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
中
の
十
三
種
類
迄
は
、
信
で
は
じ
ま
り
般
若
（
菩
）
又
は
般
若
の
果
と
し
て
の
智
即
ち
さ
と
り
の
作
用
に
終

る
も
の
で
あ
る
。
此
の
点
は
俳
教
の
「
信
」
即
ち
三
宝
を
信
ず
る
も
の
の
最
後
目
標
が
、
各
自
の
さ
と
り
即
ち
心
慧
の
解
脱
（
浬
盤
）
に

至
る
べ
き
も
の
た
る
こ
と
を
示
す
と
共
に
、
「
三
宝
を
信
ず
る
」
そ
の
信
ず
る
力
が
行
道
全
体
に
及
ぼ
す
力
強
い
作
用
力
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
阿
含
に
は
、
三
十
七
菩
提
分
を
繰
返
し
て
説
く
が
、
そ
の
中
の
五
根
（
信
・
勤
・
念
・
定
・
慧
即
ち
般
若
）
五
力
（
眼
力

等
乃
至
菩
力
）
は
、
い
わ
ば
経
即
ち
綱
要
中
の
綱
要
で
、
信
に
は
じ
ま
り
般
若
で
終
る
俳
道
過
程
の
全
様
を
示
す
代
表
的
の
も
の
の
経
義

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
後
の
阿
毘
達
磨
的
法
相
名
目
と
し
て
見
れ
ば
、
斯
の
如
き
五
の
根
・
力
は
誠
に
無
味
乾
燥
の
名
目
の
羅
列
に
過

か
か
る
俳
教
に
於
け
る
信
の
対
象
た
る
僧
伽
（
俳
と
法
と
を
含
む
）
の
構
成
は
、
勿
論
所
謂
六
道
輪
廻
の
人
間
（
日
四
国
ロ
の
の
働
き
盲
）

日
日
旨
の
旨
き
ざ
）
と
異
な
り
、
輪
廻
を
解
脱
せ
る
人
々
や
、
正
に
解
脱
の
為
め
に
道
に
入
っ
た
人
々
で
あ
る
。
こ
の
中
、
聖
僧
と
言
わ

（
８
）

れ
る
俳
・
菩
薩
。
阿
羅
漢
等
は
、
人
含
巨
骨
匙
伊
冒
開
巴
印
又
は
丈
夫
官
昌
の
四
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
人
の
義
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後

に
興
起
し
た
所
謂
ヒ
ュ
マ
ン
（
国
ロ
日
幽
口
）
に
最
も
近
い
概
念
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
従
っ
て
俳
教
は
正
し
く
人
の
上
に

人
を
造
ら
ず
、
人
の
下
に
人
を
作
ら
な
い
、
こ
の
所
謂
大
丈
夫
人
を
信
ず
る
教
と
も
言
え
る
か
と
思
う
。

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
掌

「
さ
と
り
」
と
「
信
」
と
の
関
係
の
典
拠
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五
根
・
五
力
の
外
に
、
特
に
俳
教
の
人
生
観
上
、
注
目
す
べ
き
経
は
信
と
剛
と
塊
と
精
進
と
般
若
と
の
五
綱
目
を
中
心
に
説
く
教
法

（
ｕ
）

で
あ
る
。
慨
今
員
匡
国
）
は
自
己
内
心
に
慨
じ
る
こ
と
、
塊
（
“
冒
胃
樹
Ｐ
Ｃ
冒
層
四
）
は
、
外
部
に
塊
じ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此
の

五
法
を
極
く
短
き
経
説
と
し
て
読
め
ば
、
此
等
は
多
く
比
丘
。
比
丘
尼
の
僧
伽
に
向
っ
て
の
教
法
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
が
故
に
、
「
俳
陀
の

○

○

教
法
を
聞
い
て
信
じ
、
自
分
に
は
其
の
教
法
に
示
さ
れ
る
が
如
き
修
行
や
智
徳
行
を
具
足
成
就
し
て
い
な
い
こ
と
を
内
に
顧
み
て
剛
ぢ
、

○

○

又
、
聖
な
る
仰
始
め
僧
伽
の
人
達
に
比
し
て
自
か
ら
至
ら
ざ
る
を
塊
ぢ
て
、
修
行
に
精
進
し
て
終
に
悟
り
（
般
若
）
に
至
る
べ
し
」
と
す

○
○

る
教
義
と
解
し
得
る
。
後
世
の
阿
毘
達
磨
俳
教
で
は
、
こ
の
噺
と
塊
と
は
、
大
善
地
法
と
し
て
重
視
さ
れ
、
反
対
に
無
慨
と
無
塊
は
、
二

大
不
善
法
と
し
て
い
る
。
即
ち
一
般
人
の
単
な
る
煩
悩
と
し
て
で
な
く
、
悪
不
善
法
に
堕
す
る
普
遍
の
法
は
こ
の
無
断
・
無
塊
の
二
法
で

示
す
の
で
あ
る
曇

ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
等
陸
原
始
俳
教
時
代
に
於
け
る
俳
陀
の
説
法
の
重
要
趣
旨
を
、
後
の
阿
毘
達
磨
の

論
母
的
に
取
り
上
げ
、
暗
謂
用
に
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
此
を
短
経
的
説
文
と
す
れ
ば
、
「
俳
陀
の
教
法
を
聞
い
て
信
じ
、
そ
の
教

○
○

○

○

法
を
実
修
す
る
た
め
に
精
熱
し
、
恒
に
（
桃
の
）
法
を
念
持
し
て
捨
せ
ず
、
此
を
日
常
、
生
活
化
す
る
た
め
に
恒
に
禅
定
を
修
し
て
、
こ

○
Ｏ

れ
に
よ
っ
て
般
若
の
悟
境
に
達
す
べ
し
」
と
言
う
風
に
読
み
下
し
得
る
。
其
の
上
、
右
の
中
の
「
俳
陀
の
教
法
」
を
、
初
転
法
輪
時
以

来
、
繰
り
返
し
て
説
か
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
四
諦
観
又
は
八
聖
道
と
し
て
理
解
す
れ
ば
、
一
層
、
五
根
・
五
力
の
意
趣
が
明
ら
か
と
な
ろ

う
。
五
根
の
根
（
旨
今
ご
画
）
は
、
能
生
・
増
上
の
義
が
あ
る
と
さ
れ
、
草
木
が
根
を
有
し
て
能
く
幹
枝
葉
等
を
生
ず
る
が
如
く
、
能
く
生

じ
増
上
す
る
能
力
を
有
す
る
義
と
さ
れ
る
か
ら
、
信
根
と
言
え
ば
、
信
ず
る
力
が
能
く
「
信
じ
た
る
法
」
を
そ
の
人
に
生
長
せ
し
め
る
意

と
な
り
、
乃
至
慧
（
般
若
）
根
は
、
般
若
の
力
が
能
く
無
分
別
智
と
な
り
法
見
・
俳
見
と
な
り
、
能
く
轄
迷
開
悟
の
作
用
を
増
長
す
る
も

の
と
な
る
と
言
う
義
趣
と
な
る
。
五
力
の
力
（
言
厨
）
は
、
根
の
能
生
増
長
作
用
が
、
と
も
す
れ
ば
他
に
屈
伏
さ
れ
或
は
退
転
を
生
ず
る

作
用
力
な
る
に
対
し
、
一
層
、
信
等
の
作
用
を
強
固
に
し
、
何
物
に
も
屈
伏
さ
れ
な
い
不
退
転
の
働
き
を
な
す
に
至
る
も
の
な
る
こ
と
を
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あ
る
と
し
て
重
視
す
る
に
至
っ
て
お
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
一
般
人
間
の
悪
不
善
法
に
堕
す
る
を
伽
塊
す
る
と
言
う
教
法
は
、
や
が
て
、

い
や
し
く
も
人
た
る
も
の
が
、
五
悪
戒
や
十
不
善
戒
の
如
き
悪
行
不
善
の
行
為
を
な
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
斯
る
悪
不
善
の
行
業

を
な
す
こ
と
は
、
何
人
も
、
人
と
し
て
内
に
噺
じ
社
会
に
塊
ず
べ
き
こ
と
と
し
て
重
視
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
噺
塊
法

は
、
俳
教
に
お
け
る
人
生
の
尊
厳
観
を
示
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

○

○

○

○
Ｏ

右
の
五
法
経
と
同
趣
旨
の
信
に
始
ま
る
経
法
に
、
信
と
戒
と
術
と
塊
と
聞
と
捨
と
総
持
（
定
）
と
般
若
と
の
七
法
を
説
く
教
法
も
あ

（
⑫
）る

。
但
し
此
の
中
に
は
特
に
戒
と
捨
（
＆
鴨
）
即
ち
施
捨
を
加
え
て
い
る
点
は
、
布
施
が
、
断
口
四
で
な
く
＆
鴨
（
捨
施
）
と
な
っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
趣
は
後
世
の
菩
薩
の
六
波
羅
蜜
多
行
の
一
つ
の
先
駆
の
教
法
と
し
て
も
注
目
さ
れ
て
よ
い
と
思
う
。

又
、
一
経
に
、
聴
聞
と
信
と
如
理
作
意
と
正
念
正
智
と
護
根
と
四
念
虎
（
法
）
と
七
覚
支
と
明
解
脱
（
乱
言
日
巨
昌
）
と
の
八
法
を
説

（
過
）

く
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
後
世
、
阿
毘
達
磨
悌
教
に
於
け
る
賢
聖
品
の
修
行
階
位
の
先
駆
的
教
法
を
な
す
も
の
と
見
ら
れ
ぬ
こ
と
は
無
か

プ
（
一
》
『
／
仁

阿
毘
達
磨
俳
教
即
ち
部
派
俳
教
時
代
以
後
に
な
る
と
、
以
上
の
如
き
阿
含
尼
何
耶
中
心
の
時
代
を
承
け
て
、
こ
の
信
を
根
と
し
力
と
す

る
作
用
と
は
、
果
し
て
い
か
な
る
も
の
か
に
就
い
て
の
詳
細
な
説
明
が
諸
種
の
経
諭
に
出
さ
れ
て
来
る
。
こ
の
考
察
は
、
特
に
三
乗
思
想

が
生
じ
て
か
ら
、
其
中
の
最
上
乗
な
る
俳
陀
に
な
る
こ
と
に
視
点
を
あ
て
、
更
に
俳
陀
（
田
口
＆
富
）
は
、
三
菩
提
（
静
ぢ
ず
乱
臣
）
を
実

そ
の
他
は
前
掲
の
拙
著
の
論
文
に
譲
一
蟹
て
弦
で
は
省
略
し
た
い
ｃ

四
後
世
の
信
・
信
心
・
大
信
心
と
三
菩
提

（
一
）
先
ず
、
信
の
作
用
功
徳
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仏教における信の意義

現
し
此
を
以
て
衆
生
を
悌
道
に
導
入
す
る
も
の
と
見
た
の
で
、
俳
陀
の
因
行
位
を
菩
薩
ｅ
○
号
尉
昌
司
四
）
と
称
す
る
時
代
に
入
る
こ
と

と
な
る
。
俳
陀
の
み
な
ら
ず
悌
弟
子
信
者
が
悟
り
を
う
る
こ
と
を
三
菩
提
⑦
眉
与
＆
ご
）
即
ち
正
覚
に
入
る
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
、

（
Ⅸ
）

阿
育
王
の
碑
文
に
も
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
時
代
以
前
の
諸
種
の
阿
含
尼
何
耶
に
も
解
脱
し
て
阿
羅
漢
位
に
達
す
る
こ
と
を
「
三
菩
提

（
胆
）

を
得
る
」
と
し
た
も
の
の
あ
っ
た
の
を
、
既
に
阿
育
王
が
学
ん
で
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
信
を
得
た
俳
道
修

行
者
は
、
信
の
作
用
に
よ
り
菩
提
ｅ
且
匡
）
の
心
を
起
す
こ
と
を
信
心
と
言
い
、
更
に
此
の
信
心
を
完
成
し
て
桃
如
来
に
達
す
れ
ば
、

信
心
は
大
信
心
を
得
た
も
の
と
称
す
る
文
献
も
生
ず
る
に
至
っ
た
。
以
下
、
此
の
「
信
」
が
信
者
修
行
者
の
心
中
に
於
け
る
功
能
作
用

と
、
信
心
と
大
信
心
と
に
関
す
る
経
論
疏
に
就
い
て
列
示
し
よ
う
。

先
ず
信
は
修
行
者
の
心
中
に
如
何
な
る
変
化
を
起
す
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
か
を
、
お
お
よ
そ
の
順
を
追
っ
て
、
比
較
的
知
ら
れ
た
文

献
の
引
用
に
由
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
、

先
ず
発
智
毘
婆
沙
諭
巻
二
九
（
大
正
二
七
頁
一
五
一
、
上
）
に
、
「
信
は
不
染
汚
即
ち
清
浄
の
愛
な
り
」
と
す
る
。
謂
く
「
愛
に
は
二

種
あ
り
、
一
に
染
汚
な
る
も
の
、
謂
は
く
負
な
り
。
二
に
不
染
汚
な
る
も
の
謂
く
信
な
り
」
と
見
、
愛
に
し
て
負
り
に
非
ざ
る
心
の
作
用

は
信
で
あ
る
と
し
、
更
に
、
信
に
二
種
あ
り
、
一
は
〔
所
縁
の
〕
境
に
於
て
唯
信
ず
る
も
、
求
む
る
に
非
ざ
る
も
の
、
二
は
境
に
於
て
亦

は
信
じ
亦
は
求
む
る
も
の
な
り
」
と
い
い
、
此
に
四
句
を
作
っ
て
い
う
。

Ｏ

㈲
信
に
し
て
非
愛
な
る
も
の
、
こ
れ
は
信
ず
る
も
求
め
ざ
る
も
の
で
〔
倶
舎
諭
巻
四
で
は
苦
諦
集
諦
を
縁
ず
る
信
な
り
と
註
す
〕

口
愛
な
る
も
信
に
非
ざ
る
も
の
、
こ
れ
は
染
汚
の
愛
を
請
う
〔
倶
舎
論
も
同
じ
〕

日
信
に
し
て
亦
愛
す
る
も
の
、
こ
れ
は
信
じ
且
つ
求
む
る
も
の
〔
倶
舎
論
で
は
此
を
滅
諦
道
諦
を
縁
ず
る
信
と
す
る
〕

画
信
に
も
愛
に
も
非
ざ
る
も
の
、
謂
く
前
相
を
除
く
も
の
。

又
、
倶
舎
諭
巻
四
に
は
右
の
外
に
有
説
と
し
て
「
信
と
は
有
徳
な
る
も
の
を
忍
許
す
る
こ
と
な
り
。
此
を
先
き
と
す
る
に
よ
っ
て
愛
楽
を
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生
ず
る
も
の
な
る
が
故
に
、
愛
は
信
に
は
非
ず
」
と
す
る
説
を
も
掲
げ
て
い
る
。

次
に
入
阿
毘
達
磨
論
巻
上
（
大
正
二
八
、
頁
九
八
二
、
上
下
）
に
は
、
「
信
と
は
心
を
し
て
境
に
於
て
清
浄
な
ら
し
む
る
こ
と
を
謂
う
。

謂
く
〔
仇
・
法
・
僧
の
〕
三
宝
や
、
因
果
相
馬
す
る
有
性
等
の
中
に
於
て
、
現
前
に
忍
許
す
る
が
故
に
信
ず
と
な
す
な
り
、
是
〔
の
信
〕

が
能
く
心
を
濁
機
す
る
法
を
除
造
す
る
な
り
。
清
水
珠
を
池
の
内
に
置
か
ば
、
濁
械
の
水
を
皆
即
ち
澄
浄
な
ら
し
む
る
が
如
く
、
是
の
如

○
Ｏ

く
、
信
の
珠
を
心
の
池
に
置
か
ば
、
心
の
諸
の
濁
械
を
皆
即
ち
除
遣
す
る
な
り
。
仰
は
菩
提
を
証
せ
る
も
の
と
信
じ
、
法
は
す
べ
て
善
説

な
り
と
信
じ
、
僧
〔
伽
〕
は
妙
行
を
な
す
も
の
と
信
じ
、
亦
、
一
切
の
外
道
〔
悌
教
以
外
の
学
説
〕
の
迷
へ
る
所
な
る
も
〔
俳
道
に
説
く
〕

縁
起
の
法
性
は
、
是
れ
信
の
事
業
な
り
と
信
ず
る
な
り
」
と
謂
う
。

倶
舎
諭
巻
第
四
で
は
更
に
此
を
受
け
て
簡
明
に
謂
う
、
「
信
は
心
を
し
て
清
浄
な
ら
し
む
る
も
の
扉
画
邑
冨
ｏ
の
国
切
居
官
四
の
乱
烏
）

を
い
う
。
有
る
〔
人
〕
は
説
く
、
〔
四
〕
諦
と
〔
三
〕
宝
と
、
業
〔
因
業
〕
果
と
を
（
現
前
に
）
忍
許
す
る
が
故
に
名
け
て
信
と
な
す
」

（
の
四
国
画
Ｈ
四
目
凹
宍
閏
日
口
耳
国
置
四
ケ
巨
闇
君
も
Ｈ
四
ｑ
回
国
四
］
言
い
も
胃
の
）
と
し
て
い
る
。

次
に
大
乗
経
諭
に
も
此
の
説
を
継
い
で
い
う
。
大
智
度
諭
巻
一
（
大
正
二
五
、
頁
六
三
、
上
）
に
は
、
既
に
前
述
せ
る
如
く
「
俳
法
の

大
海
は
信
ず
る
こ
と
を
も
て
能
く
入
る
と
な
し
、
智
を
も
て
能
く
〔
俳
法
の
大
海
を
〕
度
る
と
な
す
。
是
の
如
き
義
が
即
ち
是
れ
「
信
」

な
り
。
若
し
人
、
心
中
に
信
も
て
清
浄
と
な
る
こ
と
あ
れ
ば
、
是
の
人
は
能
く
俳
法
に
入
る
な
り
。
若
し
信
ず
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
是
の

人
は
俳
法
に
入
る
こ
と
能
わ
ざ
る
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。

更
に
此
の
信
ず
る
力
に
俳
道
を
成
就
す
る
積
極
的
活
動
力
の
あ
る
こ
と
を
、
六
十
華
厳
第
四
十
一
巻
（
大
正
九
、
頁
六
五
六
、
下
）
に
は
、

「
信
を
手
と
な
す
、
一
切
の
梯
所
説
の
正
法
を
一
向
に
信
ず
る
心
が
究
寛
し
て
受
持
す
る
が
故
な
り
」
と
言
い
、
前
述
の
大
智
度
論
巻
一

（
大
正
二
五
、
頁
六
三
、
上
）
に
は
、
「
経
中
に
と
く
、
信
を
以
て
手
と
な
す
。
人
に
手
あ
れ
ば
宝
の
山
に
入
り
て
自
在
に
能
く
〔
宝
を
〕

取
る
も
、
若
し
手
な
け
れ
ば
所
取
あ
る
こ
と
無
し
。
信
有
る
人
も
亦
是
の
如
く
俳
法
の
宝
山
に
入
り
て
自
在
に
取
る
所
あ
る
な
り
」
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仏教における信の意義

と
言
『
／
て
い
る
。
六
十
華
厳
賢
首
菩
薩
品
（
大
正
九
頁
四
三
三
上
中
）
に
は
、
総
括
的
に
一
信
」
の
重
要
性
を
強
調
し
て
言
う
二
信

は
〔
俳
〕
道
の
元
に
し
て
功
徳
の
母
な
り
。
一
切
の
諸
善
法
を
増
長
し
、
一
切
の
諸
疑
惑
を
除
滅
し
、
無
上
道
を
示
現
し
開
発
す
れ
ば
な

り
。
浄
信
は
垢
を
離
れ
て
心
堅
固
と
な
り
、
僑
慢
を
滅
除
し
、
恭
敬
の
本
と
な
る
。
信
は
是
れ
宝
蔵
第
一
の
法
な
り
、
清
浄
の
手
と
な
り

て
衆
行
を
受
く
。
信
は
能
く
諸
染
着
を
捨
離
し
、
信
は
甚
深
微
妙
の
法
を
解
〔
了
〕
す
。
信
は
能
く
勝
な
る
に
転
じ
て
衆
善
を
成
じ
、
究

寛
し
て
必
ず
如
来
の
虚
に
到
る
な
り
」
と
。

右
の
如
く
、
俳
教
に
於
て
は
古
く
は
阿
含
尼
何
耶
か
ら
阿
毘
達
磨
俳
教
時
代
を
経
て
大
乗
の
経
論
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
－
信
」

ず
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
と
共
に
、
そ
の
信
ず
る
力
と
徳
と
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

然
ら
ば
、
一
体
、
俳
教
で
は
何
を
信
の
対
象
と
す
る
か
、
信
ず
る
人
と
そ
の
対
象
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
在
り
と
す
る
か
。
こ
の
点

は
前
来
の
所
述
と
多
少
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
、
此
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
等
に
お
け
る
信
仰
が
信
じ
仰
ぎ
畏
敬
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
、
信

頼
す
る
人
と
次
元
を
異
に
す
る
絶
対
者
と
の
関
係
な
り
と
す
る
の
と
異
な
る
こ
と
、
従
っ
て
彼
の
信
仰
と
俳
教
に
於
け
る
信
と
の
意
味
内

容
の
異
な
り
を
、
一
層
明
瞭
に
な
し
得
る
と
思
う
か
ら
敢
え
て
説
く
こ
と
と
す
る
。
即
ち
俳
教
に
於
け
る
信
は
、
所
信
の
対
象
た
る
俳
・

法
・
僧
三
宝
を
解
行
証
し
ゆ
く
こ
と
に
よ
り
、
信
ず
る
こ
と
に
よ
り
所
信
た
る
三
宝
と
融
合
し
、
此
と
一
体
と
な
り
行
く
も
の
な
る
こ
と
、

即
ち
成
俳
道
の
過
程
を
追
い
、
つ
い
に
仇
と
成
る
に
至
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

先
に
入
阿
毘
達
磨
論
に
於
て
、
信
ず
る
対
象
は
桃
・
法
・
僧
の
三
宝
を
忍
許
す
る
こ
と
と
言
い
、
又
、
阿
含
以
来
の
四
種
証
浄
説
で

は
、
俳
に
於
け
る
証
浄
（
冒
画
、
且
画
）
、
法
に
於
け
る
証
浄
、
僧
伽
に
於
け
る
証
浄
の
体
は
、
信
な
り
と
す
る
こ
と
を
言
っ
た
が
、
真
諦
訳
摂

大
乗
論
釈
第
七
（
大
正
三
一
、
頁
二
○
○
、
下
）
に
は
、
信
の
三
虎
と
し
て
、

（
二
）
仏
教
の
信
の
対
象
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尚
這
沸
・
法
・
僧
三
宝
の
義
に
就
い
て
は
後
世
葦
一
体
三
宝
と
か
同
体
三
宝
の
義
の
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
三
宝
の
一

一
に
三
宝
の
義
有
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
、
そ
の
中
、
俳
陀
に
於
て
は
、
覚
照
の
義
が
あ
る
点
を
俳
宝
と
し
、
軌
則
の
義
が
あ
る

の
が
法
宝
、
違
詳
の
過
な
く
（
和
合
）
の
義
あ
る
の
が
僧
宝
で
あ
る
と
し
、
乃
至
、
僧
伽
（
の
修
行
者
）
に
於
て
は
、
観
智
す
る
の
義
が

あ
る
の
が
仙
宝
、
軌
則
の
義
が
あ
る
の
が
法
宝
、
和
合
す
る
の
が
僧
宝
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
実
相
印
を
明
か
す
般
若
沸

教
や
心
真
如
門
を
と
き
て
如
来
蔵
縁
起
を
明
か
す
経
論
に
よ
れ
ば
、
理
体
の
三
宝
を
説
く
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
真
如
の
理
体
に
覚
性

（
沸
宝
）
と
、
法
相
（
法
宝
）
と
、
違
詳
の
過
無
き
和
合
の
理
（
僧
宝
）
と
の
三
宝
を
具
足
す
と
な
す
の
で
あ
る
。
尚
、
此
の
「
信
」
の

重
大
さ
に
就
い
て
は
、
華
厳
哲
学
に
於
い
て
は
、
海
印
三
昧
一
時
晒
現
円
融
相
即
の
理
に
よ
り
、
初
発
心
時
便
成
正
覚
と
い
い
、
一
行
即

一
に
自
性
住
の
俳
性
の
実
有
な
る
を
信
ず
る
こ
と

二
に
そ
の
自
性
住
俳
性
の
信
に
よ
る
可
得
な
る
を
信
ず
る
こ
と
、

三
に
信
が
果
と
し
て
俳
性
に
至
る
が
故
に
、
無
窮
の
功
徳
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
こ
と
、

と
言
っ
て
い
る
点
に
、
明
ら
か
に
信
に
よ
る
成
仰
へ
の
道
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

右
の
義
趣
を
端
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
原
始
俳
教
に
於
い
て
、
釈
尊
は
（
一
切
衆
生
の
）
本
性
浄
心
な
る
こ
と
を
自
覚
し
、
一

切
衆
生
が
雨
露
の
河
川
の
水
が
大
海
に
総
て
注
ぐ
が
如
く
、
釈
尊
と
同
様
に
如
理
に
作
意
し
如
理
に
正
精
進
す
れ
ば
凡
て
安
穏
無
碍
な
る

（
焔
）

浬
梁
を
成
就
し
釈
尊
と
同
様
に
成
俳
し
得
る
と
言
う
教
旨
に
於
い
て
で
あ
る
。
阿
毘
達
磨
俳
教
中
、
一
部
派
（
有
部
宗
）
の
小
論
部
で
は
、

こ
の
一
切
衆
生
の
本
性
浄
心
説
を
否
定
し
た
が
、
南
方
上
座
の
経
や
大
衆
部
系
、
舎
利
弗
阿
毘
曇
等
に
は
こ
の
説
を
伝
承
し
、
特
に
初
期

大
乗
経
な
る
般
若
経
で
は
、
菩
薩
が
般
若
波
羅
蜜
多
を
行
修
す
る
の
は
、
本
性
浄
心
な
る
が
故
に
、
無
分
別
、
不
壊
な
る
無
心
の
心
と
な

（
Ⅳ
）

り
て
行
ず
る
も
の
な
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
般
若
波
羅
蜜
行
の
完
成
が
阿
蒋
多
羅
三
説
三
菩
提
と
名
を
変
え
る
も
の
と
な
る
と
、
般
若
諸

経
に
明
ら
か
に
す
る
所
に
あ
る
《
〉
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仏教における信の意義

一
切
行
を
摂
す
る
の
義
辺
か
ら
信
満
成
悌
と
言
い
う
る
義
を
説
く
が
、
此
が
最
も
端
的
に
、
悌
教
に
於
け
る
「
信
」
の
重
大
な
意
義
を
明

（
鳩
）

示
す
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

信
と
信
心
と
は
、
諸
経
諭
疏
を
通
じ
て
見
る
時
一
必
ず
し
も
猫
然
と
区
残
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
曇
例
せ
ば
大
乗
起

○
Ｏ

信
論
の
修
行
信
心
分
に
、
信
心
に
四
種
あ
り
と
し
「
一
に
根
本
（
心
真
如
）
を
信
ず
、
謂
く
真
如
法
を
愛
楽
す
る
が
故
な
り
。
二
に
怖
〔
俳

宝
〕
に
無
量
の
功
徳
あ
り
と
信
ず
。
常
に
念
じ
、
親
近
し
供
養
し
て
善
根
を
発
起
し
、
一
切
を
願
求
す
る
が
故
な
り
。
三
に
法
〔
法
宝
〕

に
大
利
益
あ
り
と
信
ず
。
常
に
念
じ
て
諸
の
波
羅
蜜
多
を
修
行
す
る
が
故
な
り
。
四
に
僧
〔
僧
宝
〕
は
能
く
正
し
く
自
利
利
他
を
修
行
す

と
信
ず
。
常
に
楽
っ
て
諸
の
菩
薩
衆
に
親
近
し
、
如
実
の
行
を
求
尋
す
る
が
故
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
。
此
の
信
心
は
、
前
の
入
阿
毘
達

磨
論
や
乃
至
摂
大
乗
諭
釈
の
三
宝
の
信
と
同
義
を
説
く
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
四
種
信
心
と
し
た
所
に
一
歩
前
進
し
た
真
如

縁
起
説
独
自
の
特
色
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

然
し
今
敢
え
て
、
信
と
区
別
し
て
「
信
心
」
説
を
別
説
し
た
い
と
思
う
に
至
っ
た
の
は
、
信
心
為
本
の
教
義
を
打
ち
立
て
た
日
本
の
浄

土
真
宗
の
開
宗
者
親
獄
が
、
こ
の
「
信
心
」
を
特
別
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
此
の
源
流
の
有
無
を
明
ら
か
に
し
て
見
た
い
と
思

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
信
心
の
追
究
か
ら
、
信
心
は
菩
薩
の
初
発
心
即
ち
初
菩
提
心
と
せ
ら
れ
る
経
文
が
あ
る
こ
と
、
及
び

そ
の
流
れ
の
あ
と
づ
け
も
な
し
う
る
と
思
う
に
至
っ
た
。
因
み
に
こ
こ
の
信
心
と
は
既
に
信
を
発
せ
る
心
の
義
で
あ
る
と
思
う
。

例
せ
ば
、
仁
王
般
若
経
巻
上
（
大
正
八
、
頁
八
二
七
、
中
）
に
「
若
し
信
心
を
得
れ
ば
、
必
ず
不
退
と
な
り
て
、
進
ん
で
無
生
の
初
地

○
○
Ｏ

の
道
に
入
り
、
衆
生
を
教
化
し
、
党
の
中
に
て
行
ず
、
是
（
の
信
心
）
を
菩
薩
の
初
発
心
（
即
ち
初
発
菩
提
心
）
と
な
す
」
と
言
っ
て
い

る
。
又
、
大
般
渥
梁
経
巻
第
三
十
五
（
大
正
十
三
、
頁
三
八
八
、
中
）
に
は
、
「
或
る
い
は
、
阿
蒋
多
羅
三
貌
三
菩
提
は
、
「
信
心
」
を
因

（
三
）
信
心
と
大
信
心
と
に
就
い
て
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大
集
経
第
五
十
八
巻
陀
羅
尼
品
（
大
正
十
三
、
頁
三
八
八
、
中
）
に
、
「
如
来
所
に
於
て
信
心
あ
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
其
の
心
、
常
に

悪
法
と
相
膳
し
て
、
衆
生
を
悩
乱
し
、
衆
生
を
損
壊
せ
ん
云
云
」
と
言
い
、
又
、
真
諦
訳
摂
大
乗
巻
中
（
大
正
一
三
、
頁
八
二
七
、
中
）

○
○

に
、
「
大
乗
の
中
に
於
て
、
信
心
及
び
決
定
心
を
生
ず
る
が
故
に
、
一
切
の
邪
意
及
び
疑
を
滅
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
共
に
、
此
の

○
○
○

信
心
が
不
退
な
る
菩
提
心
を
指
す
も
の
と
解
し
得
よ
う
。

○
○

又
、
無
量
寿
経
巻
下
（
大
正
十
二
、
頁
二
七
二
、
中
）
に
、
「
諸
有
の
衆
生
、
（
如
来
の
）
名
号
を
間
き
て
「
信
心
」
し
歓
喜
し
乃
至
一

念
し
、
至
心
に
信
楽
し
て
弥
陀
の
浄
土
に
生
ぜ
ん
と
願
ず
れ
ば
、
即
ち
往
生
す
る
こ
と
を
得
て
不
退
転
に
住
す
」
と
し
、
曇
撤
の
往
生
諭

註
巻
下
に
は
、
「
称
名
億
念
す
る
も
、
尚
、
所
願
の
満
た
ざ
る
も
の
に
は
、
三
種
の
不
相
雁
あ
る
に
由
る
。
一
に
信
心
の
淳
な
ら
ざ
る
こ

と
、
信
心
の
有
る
が
如
く
又
は
無
き
が
如
く
な
る
を
言
う
。
一
正
信
心
が
一
な
ら
ざ
る
こ
と
、
決
定
な
き
が
故
に
、
三
に
信
心
が
相
続
せ

ざ
る
こ
と
、
余
念
が
隔
て
る
が
故
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
点
は
、
未
だ
信
心
決
定
せ
ざ
る
点
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
発
心
と
見
る

と
し
て
も
不
退
転
に
至
ら
ざ
る
場
合
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
親
撤
の
教
行
信
証
巻
三
（
信
巻
）
（
大
正
八
二
一
、
頁
六
○
七
、
中
下
）
に
は
、
「
信
心
と
は
二
心
無
き
が
故
に
一
念
と
日
い
、
是

を
一
心
と
名
づ
く
。
一
心
な
れ
ば
則
ち
清
浄
報
土
の
真
因
な
り
」
と
い
い
、
前
に
引
く
光
明
寺
和
尚
の
一
心
専
念
の
文
意
に
因
ん
で
、

と
な
す
と
説
く
。
菩
提
の
因
は
復
、
無
量
な
り
と
雄
も
、
若
し
「
信
心
」
を
説
け
ば
、
即
ち
己
に
〔
無
量
の
菩
提
の
因
を
〕
摂
蓋
す
れ
ば

○
○
○
０
０

な
り
」
と
言
っ
て
お
る
。
更
に
、
菩
薩
理
略
本
業
経
巻
下
釈
義
品
（
大
正
二
四
、
頁
一
○
一
七
、
上
）
に
、
「
発
〔
菩
提
〕
心
住
と
は
、

○
○
Ｏ

是
れ
上
進
分
の
善
根
の
人
に
し
て
、
若
し
一
劫
乃
至
二
一
劫
（
の
間
）
、
俳
所
に
て
十
‐
信
心
を
行
じ
三
宝
を
信
ぜ
る
も
の
な
れ
ば
、
常
に
八
万

四
千
の
般
若
波
羅
蜜
に
住
し
て
、
一
切
の
行
、
一
切
の
法
門
を
皆
（
修
）
習
し
受
行
す
る
な
り
。
常
に
（
こ
の
）
信
心
を
起
す
も
の
は
、

○
○

十
重
、
五
逆
の
（
罪
）
や
八
倒
を
作
さ
ざ
る
を
も
て
、
難
虚
に
生
ぜ
ず
し
て
、
常
に
俳
法
に
遭
わ
ん
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
、
信
心
を
発

菩
提
心
と
見
る
も
の
で
あ
る
。

ワワ
当今
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．
念
は
即
ち
是
れ
専
心
な
り
、
専
心
は
即
ち
是
れ
深
心
へ
深
心
即
ち
是
れ
深
信
、
深
信
は
是
れ
堅
固
心
堅
固
心
は
是
れ
決
定
心
雪
決

定
心
は
即
ち
是
れ
無
上
上
心
、
無
上
上
心
は
即
ち
是
れ
真
心
、
真
心
は
即
ち
是
れ
相
続
心
、
相
続
心
は
即
ち
是
れ
淳
心
、
淳
心
は
即
ち
是

０
○

○
○

れ
憶
念
、
億
念
は
即
ち
是
れ
真
実
の
一
心
、
真
実
の
一
心
は
即
ち
是
れ
大
慶
喜
心
、
大
慶
喜
心
は
即
ち
是
れ
真
実
の
信
心
、
真
実
の
信
心

は
即
ち
是
れ
金
剛
心
、
金
剛
心
は
即
ち
是
れ
願
作
俳
心
、
願
作
俳
心
は
即
ち
是
れ
度
衆
生
心
、
度
衆
生
心
は
即
ち
是
れ
衆
生
を
摂
取
し
て

。
○
Ｏ

安
楽
浄
土
に
生
ぜ
し
め
ん
と
す
る
心
、
是
の
心
は
即
ち
是
れ
大
菩
提
心
、
是
の
心
は
即
ち
是
れ
大
慈
悲
心
な
り
。
是
の
心
は
即
ち
是
れ
無

○
Ｏ

量
の
光
明
慧
に
由
り
て
生
ず
る
が
故
な
り
。
（
仰
の
）
願
諭
等
し
き
が
故
に
発
（
菩
提
）
心
等
し
く
、
発
心
等
し
き
が
故
に
道
等
し
く
、
道

○
Ｏ

等
し
き
が
故
に
大
慈
悲
等
し
。
大
慈
悲
と
は
是
れ
俳
道
の
正
因
な
り
」
と
い
い
、
又
、
浄
土
高
僧
和
讃
の
中
（
大
正
八
三
、
頁
六
六
○
、

○
Ｏ

○
○

下
）
に
は
、
「
願
作
俳
心
ハ
コ
レ
、
度
衆
生
ノ
コ
コ
ロ
ナ
リ
、
度
衆
生
ノ
コ
コ
ロ
ハ
、
コ
レ
、
利
他
真
実
ノ
信
心
ナ
リ
。
信
心
ス
ナ
ワ
チ

○
○
○

一
心
ナ
リ
、
一
心
ス
ナ
ワ
チ
金
剛
心
、
金
剛
心
ハ
菩
提
心
」
と
い
い
、
「
コ
ノ
心
ス
ナ
ワ
チ
他
力
ナ
リ
」
と
結
ん
で
い
る
。

浄
土
真
宗
は
純
他
力
と
言
わ
れ
る
が
、
私
は
純
正
な
聖
道
自
力
門
と
は
、
無
漏
の
自
力
で
あ
り
、
無
漏
の
自
力
と
は
、
俳
聖
者
の
力
で

あ
り
、
本
性
浄
心
で
あ
り
、
俳
性
の
発
現
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
れ
は
衆
生
本
具
の
沸
力
の
発
動
と
見
る
。
従
っ
て
煩
悩
具
足
の
凡
愚
の
立

場
か
ら
此
を
見
れ
ば
、
凡
夫
の
力
で
な
く
、
俳
威
神
力
に
外
な
ら
な
い
の
で
、
聖
道
自
力
門
と
い
う
も
浄
土
他
力
門
と
言
う
も
そ
の
力
は

（
岨
）

共
に
俳
力
で
あ
り
俳
威
神
力
、
桃
の
加
護
力
と
見
う
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
故
に
前
来
の
信
心
に
つ
い
て
引
用
し
た
経
文
に
引
続
い
て
引

用
し
て
見
た
の
で
あ
る
。
私
は
浄
土
門
の
宗
義
に
は
全
く
の
素
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
、
御
批
判
御
教
示
を
願
え
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

こ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
信
心
を
発
菩
提
心
と
し
菩
薩
の
慈
悲
の
菩
提
心
と
見
て
い
る
流
れ
が
、
既
に
仁
王
般
若
あ
た
り
か
ら
、
俳
教

史
上
に
引
続
い
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
と
な
っ
た
と
思
う
。

最
後
に
「
信
心
」
に
つ
い
で
、
「
大
信
心
」
と
い
う
義
が
あ
り
、
是
れ
を
俳
心
俳
性
と
す
る
経
諭
が
あ
る
。
即
ち
、
曇
無
識
訳
「
大
乗

浬
薬
第
三
十
二
巻
（
大
正
十
二
、
頁
五
五
六
、
中
）
に
、
「
俳
性
を
大
信
心
と
名
づ
く
。
何
を
以
て
の
故
に
。
信
心
を
以
て
の
故
な
り
。
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以
上
私
は
、
近
代
の
一
部
の
日
本
宗
教
学
会
に
於
け
る
信
仰
と
信
と
の
同
か
異
か
の
問
題
か
ら
筆
を
起
し
、
両
概
念
に
類
似
の
点
も
あ

る
が
、
亦
、
異
っ
た
点
も
あ
る
と
思
っ
た
。
そ
の
異
な
る
点
は
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
説
述
し
て
い
る
宗
教
母
体
が
、
共
に
信
受
停
承
を
尊
ぶ

も
の
で
あ
り
、
そ
の
宗
教
母
体
が
又
、
そ
の
発
生
と
環
境
と
時
代
と
機
と
を
異
に
し
て
発
達
し
て
来
て
い
る
歴
史
的
事
実
に
即
し
て
明
ら

か
に
す
べ
き
こ
と
を
先
ず
念
頭
に
お
き
、
主
と
し
て
、
俳
教
史
上
に
於
け
る
「
信
」
に
就
い
て
諭
擦
を
挙
げ
な
が
ら
論
述
し
て
来
た
。
勿

論
、
時
間
的
余
猶
も
な
か
っ
た
の
で
、
従
来
、
多
く
蒐
集
し
た
材
料
を
充
分
生
か
し
て
用
い
る
暇
も
な
く
、
又
諭
ず
べ
き
諸
問
題
と
し
て

（
別
）

俳
教
に
も
信
仰
（
し
ん
ご
う
）
の
語
が
あ
り
、
そ
の
意
味
の
用
法
等
に
就
き
て
も
、
一
膳
論
述
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
今
は
、
主
と
し
て

原
始
俳
教
、
阿
毘
達
磨
俳
教
、
初
期
大
乗
、
以
後
の
俳
教
教
団
発
展
史
上
に
於
け
る
「
信
」
の
一
貫
性
の
み
の
点
に
重
点
を
置
き
、
そ
の

俳
教
に
お
け
る
「
信
」
の
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

其
の
結
果
を
綱
括
し
て
言
え
ば
、
第
一
に
阿
含
諸
経
に
説
か
れ
る
俳
陀
教
説
の
綱
領
（
ス
ト
ラ
）
を
暗
記
用
に
、
諭
母
的
法
相
名
目

と
し
て
捉
え
た
時
代
の
経
典
中
か
ら
、
信
に
始
ま
る
諸
法
相
の
系
列
の
殆
ん
ど
が
、
最
も
原
初
的
に
俳
陀
聖
弟
子
等
の
悟
り
（
解
脱
）
を

明
か
す
般
若
（
慧
）
に
連
繋
す
る
も
の
な
る
こ
と
、
〔
即
ち
、
こ
れ
は
、
原
始
俳
教
（
桃
生
前
か
ら
、
阿
育
王
出
世
時
代
ま
で
）
で
は
、
俳

道
信
者
修
行
者
の
目
標
が
、
先
ず
多
く
菩
解
脱
に
あ
っ
た
の
で
、
信
は
や
が
て
蓋
即
ち
般
若
に
至
る
も
の
と
、
多
く
の
経
文
が
述
べ
る
に

即
ち
能
く
檀
波
羅
蜜
乃
至
般
若
波
羅
蜜
を
具
足
す
れ
ば
、
一
切
の
衆
生
は
必
定
し
て
富
に
大
信
心
を
得
べ
き
が
故
な
り
。
是
の
故
に
説
い

て
、
一
切
衆
生
悉
有
俳
性
な
り
と
言
う
な
り
。
大
信
心
と
は
是
れ
俳
性
な
り
」
と
い
い
、
浄
土
和
讃
（
大
正
八
三
、
頁
六
五
九
、
上
）
に

も
「
歓
喜
信
心
無
碍
者
オ
ハ
、
輿
諸
如
来
等
ト
ト
ク
、
大
信
心
ハ
悌
性
ナ
リ
、
俳
性
ハ
ス
ナ
ワ
チ
如
来
ナ
リ
」
と
し
、
そ
の
前
文
に
、

「
如
来
ス
ナ
ワ
チ
混
盤
ナ
リ
、
浬
梁
ヲ
俳
性
ト
ナ
ッ
ク
ル
ナ
リ
云
云
」
と
言
っ
て
い
る
。

五
む
す
び
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至
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
〕
。
第
二
に
、
阿
毘
達
磨
俳
教
以
来
、
菩
薩
思
想
が
生
じ
、
特
に
成
俳
へ
の
発
菩
提
心
が
菩
薩
た
る
第
一
条
件

と
さ
れ
る
思
想
が
生
じ
て
来
て
か
ら
は
、
こ
の
信
が
衆
生
本
具
の
本
性
浄
心
を
動
発
せ
し
め
る
作
用
で
あ
る
こ
と
を
主
と
し
て
説
き
、
そ

の
信
ぜ
る
心
、
即
ち
信
心
が
発
菩
提
心
と
言
わ
れ
、
最
後
に
大
信
心
即
ち
俳
性
・
浬
盤
・
如
来
と
し
て
の
大
信
心
と
も
称
す
る
経
諭
等
も

現
わ
れ
て
、
俳
教
の
修
行
過
程
を
「
信
」
に
関
連
し
て
信
・
信
心
・
大
信
心
と
展
開
し
、
信
に
よ
る
最
終
目
標
た
る
悌
性
成
就
に
ま
で
及

ぶ
連
繋
の
あ
る
一
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
第
二
の
信
↓
信
心
即
菩
提
心
↓
大
信
心
（
即
ち
俳
性
・
如
来
）
の
流
れ

は
、
即
ち
俳
道
の
最
終
唯
一
の
目
的
た
る
三
菩
提
の
覚
証
に
至
る
過
程
に
添
っ
て
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
第
一
の
信
に
は
じ

ま
り
般
若
に
至
る
系
列
と
、
第
二
の
信
に
始
ま
り
大
信
心
な
る
俳
性
如
来
を
結
ぶ
思
想
と
、
表
現
こ
そ
異
な
る
け
れ
ど
、
そ
の
意
図
す
る

所
は
、
何
れ
も
同
じ
く
成
俳
道
の
ア
ル
フ
ァ
よ
り
オ
メ
ガ
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
思
う
。
論
じ
足
ら
な
い
所

も
あ
る
が
、
こ
れ
は
又
後
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

弄
匡

（
１
１
）

（
ワ
〕
）

（
Ｆ
（
Ｊ
）

（
ハ
リ
）

（
旬
Ｉ
）

（
（
５
）

（
ｑ
〕
）

（
４
）

屍
馬
巨
閏
の
弓
ご
〕
の
目
言
の
の
｝
〕
ｏ
匡
○
｛
馬
呂
唱
。
Ｐ
ら
９
．
具

㈲
シ
ロ
唱
普
①
⑦
（
）
貝
①
（
ご
場
畠
矧
）
準
目
の
８
目
印
四
頁
］
〕
①
砦
昌
冒
骨
焦
（
扇
陰
）
。

口
］
○
百
口
①
急
①
胃
シ
○
○
日
目
○
巨
闘
己
〕
（
后
置
）
参
照
。

宗
教
学
辞
典
、
四
○
九
四
二
頁
、
館
興
照
道
氏
筆
、
参
照
。

例
せ
ぱ
、
小
品
般
若
巻
第
十
（
大
正
八
、
五
八
四
頁
、
上
中
）
に
は
、
諸
法
如
即
是
如
来
、
実
際
即
是
如
来
空
即
是
如
来
諸
法

如
即
如
来
如
、
皆
是
一
如
、
無
二
無
別
な
ど
と
言
う
が
如
し
。

大
正
八
十
三
（
六
五
九
頁
、
上
）

入
阿
毘
達
磨
論
巻
上
、
及
び
倶
舎
論
巻
第
四
参
照
。

拙
著
「
原
始
仏
教
に
お
け
る
衆
生
（
殴
耳
ぐ
“
〕
、
胃
ｇ
）
の
研
究
」
及
び
「
大
乗
菩
薩
道
の
研
究
」
且

拙
稿
「
原
始
仏
教
に
於
け
る
人
間
観
」
特
に
人
間
と
人
及
び
仏
陀
と
凡
夫
東
洋
学
研
究
第
一
号
所
収
、
参
照
。
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（
９
）
拙
稿
一
仏
教
に
お
け
る
一
噸
信
」
ａ
目
臣
冨
）
閏
監
冨
）
の
意
義
特
に
原
始
仏
教
を
焦
点
と
し
て

「
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
」
所
収
、
三
一
頁
以
下
参
照
。
各
法
義
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
此
れ
を
見
ら
れ
た
し
。

⑯
）
般
若
が
仏
陀
阿
羅
漢
等
の
悟
り
（
解
脱
）
を
あ
ら
わ
す
用
語
で
あ
っ
た
こ
と
に
就
い
て
は
、
拙
著
「
原
始
仏
教
に
於
け
る
般
若
の
研
究
」
中
に
詳

述
し
た
か
ら
、
参
照
さ
れ
た
い
。

（
皿
）
シ
白
目
で
＆
閉
．
雑
阿
含
巻
二
六
、
六
七
七
号
、
六
八
○
号
（
大
正
二
、
一
八
五
頁
下
）

Ｐ
目
［
弓
出
目
鍔
中
阿
含
巻
二
九
（
大
正
一
、
六
一
五
頁
上
）

衿
自
員
弓
ト
輿
雑
阿
含
巻
二
六
（
大
正
二
、
一
八
六
頁
上
）

危
）
ロ
日
弓
」
圏
鳶
口
白
目
己
拘
留
・
尚
、
長
阿
含
衆
集
経
（
大
正
一
、
五
二
頁
上
）
で
は
、
七
正
法
と
し
有
信
、
有
術
、
有
偲
、
多
聞
、

精
進
、
総
持
、
多
智
と
あ
り
少
し
異
る
。

（
過
）
Ｐ
ぐ
弓
』
昂
Ｐ
中
阿
含
巻
五
二
三
（
大
正
一
、
四
八
七
頁
下
、
四
八
九
下
）

（
理
）
例
せ
ば
口
目
壱
自
留
に
、
「
三
結
を
断
滅
し
て
、
預
流
果
に
入
り
、
不
随
悪
趣
者
と
な
れ
る
も
の
は
、
必
定
し
て
等
正
党
（
段
日
言
匡
ら
に

赴
く
も
の
な
り
」
と
あ
り
、
そ
の
他
に
、
ロ
目
己
自
閉
．
ロ
言
日
日
画
冒
含
ｚ
ｏ
＄
Ｉ
ゆ
く
己
暗
等
に
も
仏
弟
子
信
者
が
蟹
嵩
暮
且
匡
に

達
し
よ
う
と
す
る
教
法
が
あ
る
。

（
巧
）
阿
育
王
に
関
す
る
此
の
点
の
詳
細
な
研
究
は
、
拙
著
「
東
洋
学
研
究
」
第
十
二
号
所
収
。

Ｅ
）
拙
著
「
原
始
仏
教
に
於
け
る
般
若
の
研
究
」
第
二
編
「
心
性
本
浄
説
と
そ
の
伝
承
」
及
び
「
近
時
の
心
性
本
浄
説
研
究
の
展
開
と
問
題
」
佐
藤
博

士
「
古
稀
記
念
思
想
総
論
」
所
収
。

（
Ⅳ
）
拙
著
「
大
乗
菩
薩
道
の
研
究
」
一
○
六
一
○
八
頁
参
照
。

（
喝
）
六
十
華
厳
巻
第
六
賢
首
菩
薩
品
（
大
正
九
、
四
三
二
頁
）

八
十
華
厳
賢
首
畑
、
巻
第
十
二
（
大
正
十
、
七
二
頁
）

（
四
）
拙
稿
「
仏
教
に
於
け
る
信
（
降
勉
＆
園
）
の
意
義
」
二
七
１
三
一
頁
。

（
卯
）
仏
教
に
お
け
る
信
仰
の
文
字
は
、
例
せ
ば
大
空
積
経
巻
三
五
（
大
正
十
一
、
一
九
八
頁
下
）
に
あ
る
が
、
そ
の
際
は
、
世
尊
が
説
法
後
、
虚
空
に

昇
り
結
馴
朕
坐
せ
る
を
見
た
諸
の
長
者
が
、
そ
の
神
変
を
見
て
上
空
の
如
来
処
を
仰
い
で
敬
重
し
信
仰
の
心
を
生
じ
た
云
云
」
と
あ
る
如
く
で
あ

り
、
又
、
其
の
後
に
も
こ
の
信
仰
の
文
字
を
用
い
て
い
る
も
の
も
必
ず
し
も
少
な
し
と
し
な
い
。
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