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然

二

)

序

言

近
時
、
所
謂
宗
學
な
る
も

の
に
樹
す
る
兎
角

の
論
甚
だ
旺
ん
な
る
も

の
が
あ
る
。
そ
し
て
此
れ
等

の
論
議

の
多
く

は
、
現
行

の
宗
墨
帥

ち
傳

統
的
宗
學

の
形
式
化

・
骨
董
化
等
を
指
摘
す
る
聲
な

の
で
あ
る
。
然
し
こ
の
こ
と
の
是
非
採
否
に
關
す
る
吾

々
の
態
度
は
、
い
や
し

く
も
輕
率
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
そ

の
態
度
た
る
や
最
も
愼
重
且
嚴
肅
、
極
め
て
學
問
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
如
何
な
る
立
場
よ

り
觀

察
す
る
も
、
現
行

の
所
謂
傳
統
的
宗
學
が
幾
百
年
に
亙
る
久
し
き
歴
史
性

に
裏
づ
け
ら
れ
、
絶

へ
す
宗
門
の
根

源
に
培
つ
て
來
た
と

い
ふ
事
實
を
無
靦
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
し
、
叉
搖
ぎ
な
き
二
組
三
代
の
定
判
に
根
據
し
て
不
拔

の
信
念
に
活
き
、

萬
全

の
宗
學
を
樹
立

せ
ん
が
た
め
に
獻
身
的
努
力
を
捧
げ
つ
x
あ
る
宗
學
者
諸
師
、
並
に
指
方
立
相
但
信
稱
名
の
信
相
に
安
佳
し
て
、

こ
よ
な
き
宗
教
的
法
悗

に
浸
り

つ
玉
あ
る
多
く

の
淨
土
行
者
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
今
日
到
る
と
こ
ろ
に
宗
學

に
封
す
る
評
議
尤

だ
穩

か
な
ら
ざ
る
も

の
あ
る
は

一
體
何
が
た
め
で
あ
ら
う
か
。
思
ふ
に
、
此
れ
等

の
理
由
と
し
て
考

へ
ら
る
x
も

の
は
素
よ
り

一
・
二
に

止
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
中
に
於
て
最
も
重
大
な
り
と
考

へ
ら
る
N
理
由

の

一
は
、傳
統
的
宗
學
が
現
代
入

の
宗

藪
的
要
求
の
機
微
に
觸
る
る
も

の
を
持
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
印
ち

「
一
向
に
分
ら
ぬ
」
と
か
「
語
句
が
極
め
て
特
殊
的
で
あ
る
」
と
か
「
甚
だ



繁
鎖

的
で
あ
る
L
と
か
と
言
ふ
如
く
極
め
て
素
朴
的
な
立
場
よ
り
な
さ
れ
た
る
も
の
で
あ
る
が
然
し
此
れ
等

の
詰

難
は
其

の
立
場

が
皮
相

的
で
あ
る
と
か
素
朴
的
で
あ
る
と
か
と
い
ふ
理
由

に
よ
つ
て
無
下
に
蔑
覗
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
事
新
し
く
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
宗
學
と

は
宀示
門
の
所
謂
「
い
の
ち
」
を
扱
ふ
と
こ
ろ
の
學
な
の
で
あ
る
。
從
つ
て
淨
土
宗
學
と
言

へ
ば
淨
土
宀示
の
「
い
の
ち
」
を
其

の
封
象

と
す
る
。

換
言

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
今
日
ま
で
の
淨
土
宗
團
及
び
淨
土
宗
徒
が
如
何
に
活
き
乘
つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
の
眞
相

と
原
理
を

明
確

に
し
叉
明
日
の
淨
土
宗
が
如
何
に
活
き
行
く
べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
に
關
す
る
淨
土
宗
的
な
理
論
と
實
踐
と
を
把
握
す
る
と
こ
ろ
の
學

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
幾
干
年
の
佛
教

々
理
史
が
最
も
明
瞭
に
物
語

つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
如
何

に
高
遽
な
る
哲
理
を
懷

き
如
何
に
精
妙
な

る
組
織
を
衿
る
教
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
若
し
そ
れ
が
徒
ら゚
に
理
念
の
領
域
に
止
り
、
現
實
的
實
踐
的
な
開
顯
を
見
な
い
な
ら
ば

一
體
そ

れ
は
何
ん
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
、
所
詮
そ
れ
は
觀
念
の
遊
戯
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
現
實
に
活
き
る
人

々
に
對
　す
る
指
導
性
を
缺
き

從

つ
て
著
し
く
生
彩
を
逸
し
て
ゐ
る
傳
統
的
宗
學
が
最
も
誡
心
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ

の
理
由
の
如
何
を
簡
ば
す
、

一
に

か

x
つ
て
こ
の
こ
と
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
寔

に
、
宗
門

の
根
本
精
神
を
顯
彰
す
べ
き
宗
學
、
時
代
的
な
宗
門
指
導
理
論
を
提
唱
す

べ
き

宗
學
、
淨
土
宀示
現
象

の
本
質
を
探
究
す

べ
き
宗
學
が
、
か
り
そ
め
に
も
そ
の
方
向
を
誤
り
、

い
や
し
く
も
人
心
と
馳
背
す
る
と
こ
ろ
と
あ

る
な
ら
ば
、
如
何

に
聲
を
大
に
し
て
宗
門

の
發
展
を
叫
び
教
線
の
擴
張
を
口
に
す
る
も
、

こ
れ
畢
竟
徒
勞

の
業
た

る
に
す
ぎ
な
い
。
眞
に

宀示
門

の
發
展
を
希
ふ
な
ら
ば
何
を
措

い
て
も
先
づ
第

一
に
淨
土
宗

の
根
本
精
神
(宗
組
精
禪
)
に
羯
す
る
誤
つ
な
き
把
握

(淨
土
宗
義

の
確

立
)
と
之
れ
が
現
實
相
と
し
て
如
實
に
開
顯
さ
る
べ
き
か
に
關
す
る
方
法

の
樹
立
(實
踐
宗
學

の
構
成
)
と
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か

N
る
見
地
よ
り
傳
統
的
宗
學
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
何
入
も
氣
つ
く
こ
と
は
實
に
そ
の
著
し
き
訓
詁
學
的

.
解
釋
學
的
傾
向
と

所
謂
組
織
的
研
究
に
乏
し
い
こ
と
で
あ
る
。
古
來
、
宗
學
と
さ

へ
言

へ
ば
、
經
典

・
宗
書

の
訓
詁
解
釋
に
非
す
ん
ば
宗
義

の
骨
目
を
平
面

宗
學
方
法
論
序
詭

(藤
原
了
)
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的

に
羅
列
す
る
こ
と
を
以
つ
て
事
足
れ
り
と
す
る
所
謂
羅
列
宗
學

の
感
あ
る
は
寔
に
否
み
難
き
事
實
で
あ
る
。
素

よ
り
正
し
き
宗
義
の
傳

承
を
知
り
、
誤
り
な
き
心
行

の
正
轍
を
踏
ま
ん
と
す
る
も
の
に
と
つ
て
、
訓
詁
的
理
解
も
し
く
は
解
釋
學
的
方
法
は
寔
に
篏
く
べ
か
ら
ざ

る
意
義
を
有
す
る
も
の
に
相
違
な
い
。
然
し
な
が
ら
そ
の
偏
す
る
と
こ
ろ
訓
詁
印
宀示
學
、
會
[通
(
狹
義

の
場
合
〉
即
宗
學
と
い
ふ
如
き
階
梯

に
ま
で
及

ぶ
な
ら
ば
そ
の
弊
害
た
る
や
實

に
思
は
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
後

に
論
す
る
所
で
あ
る
が
か
玉
る
傾
向

の
必
然
的
結
果
と
し
て
經

典

・
宗
書
は
單
な
る
書
物
と
し
て
扱
は
れ
る
に
到
る
。
も
し
單
な
る
書
物

と
し
て
の
經
典
宗
書

の
解
釋
を
な
す
な
ら
ば
、
天
理
教
徒
が
三

部
經
を
講
じ
て
も
、
基
督
教
徒
が
選
擇
集
を
講
じ
て
も

一
向
に
差
控

へ
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
か
く

の
如
き
こ
と
が
宗
門
常

識

と
し
て
許
さ
れ
な
い
所
以
は

一
に
經
曲
ハ宗
書
が
外
面
的
に
は
單
な
る
書
物
で
あ
る
と
共
に
他
面
極
め
て
深
刻
な

る
意
味
を
有
す
る
も
の

な

る
が
た
め
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
經
典
叉
ぼ
宗
書
は
、
佛
陀
精
紳
(釋
奪

の
内
的
經
驗
)
も
し
く
は
宗
祗
精

禪
(
宗
祗
の
内
的
經
驗
)

を
詮
は
す
に
假
り
に
丈
字
に
依

つ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
帥
ち
現
今
に
於
て
經
典
叉
は
宗
書
は
、
佛
陀
精
神
叉
は
宗
組
精
禪
を

把
握
す
る
た
め
に
は
第

一
義
的
な
資
料
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
所
詮
「
月
を
さ
す
指
」
と
し
て
の
意
義
を
有
す
る
も

の
に
す
ぎ
な

い
。
(
第
四
節
參
照
)「
月
を
さ
す
指
」
に
の
み
滯
る
も
の
は
途
に
月
を
硯
る
こ
と
が
出
來
な
い
や
う
に
、
經
典
宗
書

の
訓
詁
註
釋
に
終
始
す

る
も

の
は
途
に
佛
陀
精
神
叉
は
宗
祀
精
紳

に
參
徹
す
る
こ
と
を
得
な
い
と
斷
す
る
の
は
果
し
て
早
計
な
の
で
あ
ら
う
か
。
傳
統
的
宗
學
に

於
け
る
最
大
の
難
點
は
正
し
く
こ
の
こ
と
に
あ
り
、
宗
學
に
志
ざ
す
も

の
玉
最
も
心
す
べ
き
肝
要
亦
た
こ
の
事
に
屬
す
る
。

然
ら
ば
、
現
代
人
の
心
の
機
微

に
觸
る
玉
宗
學
師
ち
活
き
た
宗
學
は
如
何

に
し
て
樹
立
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
こ
と
は
極

め
て
肝
要
且
難
事
に
屬
す
る
。
冗
読
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
宗
詛
精
神
(
宗
祀
の
内
的
經
驗
)
を
生
活
せ
ん
が
爲
に
最
高

の
理
論
と
實

踐

と
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ

つ
て
、
い
や
し
く
も
現
代
人
に
媚
び
叉
は
徒
ら
に
時
局
に
迎
合
す
る
が
如
き
質
的
底

下
叉
は
卑
俗
化
で
あ
つ



て

は
な
ら
な
い
。
古
聖
は
「
正
法
に
不
思
議
な
し
」
と
教

へ
、
先
哲
は
「眞
理
は
近
き
に
在
り
」
と
読
く
、
吾

女
は
理
論

の
た
め
の
理
論
を
捨

て
、
宗
學

の
た
め
の
宀示
學
を
離
れ
、
先
賢
が
如
何
に
宗
乘
を
生
活
し
た
か
を
坐
右

の
鑑
と
し
て
現
實

の
具
體
的
事

實
の
中
に
如
何
に
宗
祀

精

神
を
開
顯
し
て
行
く

べ
き
か
と
い
ふ
こ
と
に
重
心
を
置

い
て
組
織
的
に
宗
學
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
如
何
な
る
も
の

を
宗
學
的
資
料
と
し
、

こ
れ
を
如
何
な
る
方
法
に
依

つ
て
扱
つ
て
行
く
べ
き
か
の
問
題
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
二
)

宗

學

の

範

園

元
來
、
宗
學
と
い
ふ
概
念
を
規
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
從

つ
て
宗
學

の
意
味
す
る
範
圍
も
甚
だ
明
瞭
で
な
い
。
吾

々
は

不
幸
に
し
て
傳
統
的
宗
學

に
於
て
か
玉
る
試
は
殆
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
出
來
な
い
し
、
亦
た
現
在
に
於
て
も
見
る

べ
き
成
果
を
與

へ
ら
れ

て
ゐ
な
い
。
概
念
的
な
表
現
を
か
る
な
ら
ば
、
宗
墨
と
は
宗
乘
帥
ち
淨
土
宗

の
ド
グ

マ
を
意
義
づ
け
る
ヒ
と
叉
は
こ
れ
が
眞
理
性
を
理
論

的

に
明
.確
に
す
る
こ
と
N
言
は
れ
得
る
で
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
、
宗
乘
を
意
義
づ
け
る
と
い
ふ
に
し
て
も
、
叉
は
宗
乘
の
眞
理
性
を
明

か

に
す
る
と
い
ふ
に
し
て
も
そ
れ
ら
は
具
體
的
に
言

つ
て

一
體
如
何
な
る
資
料
を
如
何
な
る
方
法
に
於
て
樹
象
と
す
る
こ
と
に
依

つ
て
な

さ

る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
ふ
學
問
的
理
解

に
就
い
て
は
全
く
混
沌
た
る
も
の
が
あ
る
。
淨
土
宗
七
百
餘
年
の
宗
史

は
こ
の
こ
と
に
關
す
る

限
り
殆
ん
ど
白
紙
に
等
し
い
。
近
時
、
切
實
な
る
杜
會
的
要
求
に
驅
ら
れ
て
組
織
宗
學
を
提
唱
す
る
宗
學
上
の
先
覺
者
を
見
る
は
寔
に
宗

門

の
た
め
同
慶
の
至
り
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
實
際
問
題
と
し
て
は
そ
の
前
途
ま
こ
と
に
遼
遠
た
る
こ
と
を
否
み
難

い
。
か
く

宗
學

の
概
念
が
明
瞭
で
な
く
從
つ
て
宗
學
が
全
く
生
彩
を
有
た
な
い
骨
董
學
に
終

つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
所
謂
宗
學
者

の
責
任
に
歸
す

べ
き
多
く
の
理
由
が
あ
る
、
然
し
他
面
に
於
て
宗
學

と
い
ふ
も
の
玉
他
の
學
と
殊
な
る
特
異
性
に
負

ふ
所
ま
た
決
し
て
尠
く
は
な
い
。
宗

宗
學
方
法
論
序
説

(藤
原
了
)

四
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四
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學
と
は
所
謂
普
遍
爰
當
性
を
探
究
す
る
學
で
も
な
く
、
歴
皮
的
事
實
を
闡
明
に
す
る
學
で
も
な
く
、
叉
物
質
的
因
果

の
關
係
の
究
明
を
期

す
る
學
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
佛
陀
な
く
し
て
佛
教
な
く
、
宗
祀
な
く
し
て
宗
乘
が
成
立
し
な
い
や
う
に
宗
乘
な
く

し
て
は
成
立
し
得
ざ

る
學

な
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
宗
乘

の
根
據
を
な
す
も
の
で
は
な
く
宗
乘
を
根
據
づ
け
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
か
玉
る
意
味
に
於

て
學

と
い
ふ
名
は
憚
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
故

に
全
き
宗
學
樹
立

の
た
め
に
は
第

一
に
宗
學
の
對
象
叉
は
宗

・學
を
闡
明
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

宗
學

の
範
圍
は
、
古
來
よ
り
種

々
に
考

へ
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
が
定
読
は
な

い
。
今
そ

の
意
義

の
廣
狹
の
順
序

に
よ
り
大
約
し
て
三
の

方
面

を
分
ち
う
る
と
思
ふ
。

第

一
に
考

へ
ら
れ
る
も

の
は
全
科
學
を
所
統

一
と
す
る
意
味

に
於
け
る
宗
學
で
あ
る
。

こ
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、

宗
學
と
は
哲
學

.
倫

理
學

・
教
育
學
は
言

ふ
ま
で
も
文
化
科
學

・
自
然
科
學

の
各
方
面
に
亙
つ
て
凡
そ
學

と
呼
ば
る
べ
き
と
こ
ろ
の
總

べ
て
の
學
を
そ
の

一
分

科
學
又
は
補
助
學

と
す
る
も

の
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
。
自
己

の
存
在
し
活
き
る
こ
と
を
離
れ
て

一
切
の
學
な
し
と
す
る
な
ら
ば
、
自
ら
の

活
き
る
根
源
に
觸
れ
ん
と
す
る
宗
學
は
、
理
論
的
儼
密
性
を
要
求
す
る
觀
點
よ
り

一
切
の
學
を
綜
合
す
る
高
次
的
地
位
に
於

て
考

へ
ら
る

べ
き

こ
と
は
當
然
で
あ
る
と
考

へ
て
よ
い
。

第

二
に
考

へ
ら
れ
る
も

の
は
、
そ
の
研
究
封
象
を
淨
土
宗
的
と
稱
せ
ら
る
玉
も
の
帥
ち
淨
土
宗
現
象

に
限
る
場
合

に
於
け
る
宗
學

で
あ

る
。

す
な
は
ち

】
切

の
淨
土
宗
現
象

の
諸
相
を
明
確
に
認
識
し
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
に
依

つ
て
、

こ
れ
ら
の
事
象

を

一
貫
す
る
も
の
に

觸
れ
、
こ
の
一
貫
す
る
も

の
を
現
實
的
に
如
何
に
展
開

せ
し
む

べ
き
か
を
提
示
せ
ん
と
す
る
意
味

に
於
け
る
宗
學
で
あ
る
。

第

三
に
考

へ
ら
る
玉
も

の
は
、
最
も
狹
義
な
る
も
の
に
し
て
所
謂
餘
乘
に
對
す
る
意
味

の
宗
學
で
あ
る
。
こ
れ
は
謂
は
貸
純
粹
宗
學
と



も
稱

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
み
つ
て
、
現
存

の
經
典
宗
書
を
傳
統
的
定
判
に
よ
つ
て
理
解
し
以
て
淨
土
宗
義

の
骨
目
を
論
究
せ
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

以
上
の
三
は
極
め
て

一
徃
的
な
る
見
方
で
あ
つ
て
、
唯
だ
大
體
上
か
く
の
如
き
三
通
り
の
宗
學
的
領
域
が
考

へ
ら
れ
る
と
言
ふ
の
み
で

あ
る
が
、
第

一
義
は
事
餘
り
に
廣
汎
に
亙
り
、
第
三
義
は
そ
の
眼
界
や
x
狹
少
に
過
ぐ
る
の
憾
な
し
と
せ
す
、
從

つ
て
吾

々
は
最
も
爰
當

な
る
意
味

に
於
て
第
二
義
の
、
淨
土
宗
現
象
を
研
究
對
象

と
し
て
こ
れ
を
通
じ
て
淨
土
宗
の
本
質
を
把
握
し
且
之
れ
が
展
開
を
構
想
す
る

意
味

の
學
が
淨
土
宗
學

の
適
意
と
し
て
採
用
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考

へ
る
。

(
三
)

宗
學
硯
究
の
條
件

次

に
吾

々
が
宗
學
研
究
に
先
つ
て
最
も
意
を
須
ふ
べ
き
は
宗
學
せ
ん
と
す

る
場
合
に
於
け
る
條
件
で
あ
る
。
先
に

一
言
せ
し
如
く
、
宗

學
は
概
念
的
表
現
に
於

て
學
と
は
稱
せ
ら
る
乂
も

の
玉
そ
れ
は
餘
他

の
學

に
比
し
て
可
成
り
特
殊
的
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
淨

土
宗
學

の
眞
髓
は
釋
尊

の
自
内
證
を
稱
名
念
佛

の
貌
に
於
て
領
受
開
顯
し
た
宗
組
法
然
上
人

の
眞
精
紳
(内
的
經
驗
)
を
如
何
に
し
て
吾

女

の
現
實
に
於
て
領
受
し
開
顯
す

べ
ぎ

か
を
明
か
さ
ん
と
す
る
に
あ
る
。
さ
す
れ
ば
宗
學
と
は
領
受
開
顯

の
學
で
あ
る
と
言
つ
て
よ
い
。

こ

の
領
受
開
顯
に
つ
い
て
第

一
の
條
件
と
し
て
要
請
さ
る

乂
も

の
は
、
現
歌
に
安
か
な
ら
す
し
て
何
物
か
を
求
む

る
心
で
あ
る
。

一
般

的
表
現
を
藉
る
な
ら
ば
そ
れ
は
向
上

へ
の
欲
求
で
あ
り
、
通
佛
、教
的
に
言

へ
ば
菩
提
心
で
あ
り
、
淨
土
教
的
に
詮
表

に
よ
れ
ば
願
生
心
叉

は
厭
欣
心
と
稱
せ
ら
れ
、
個
人
的
表
現
に
よ
れ
ば
自
己
の
要
求
と
言

へ
る
。
宗
學

の
生
る
N
契
機
、
宗
學
研
究

の
第

一
要
件
は
、
「
滿
足
せ

る
豚
」
で
あ
る
前

に
「
惱
め
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
然
し
こ
の
欲
求
は
吾

々
人
間
に
取
つ
て
決
し
て
作
意
的
又
は
附
屬
的

宗
學
方
法
論
序
説

(藤
原
了
)

四
七



四
八

の
も

の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
吾

々
が
活
き
る
こ
と
そ
の
こ
と
の
本
質
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
つ
て
よ

い
程
吾

々
人
間
に
と

つ
て
は
本
然
的
な
も
の
と
考

へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

一
切
の
宗
教
は
宗
歡
的
要
求
を
そ

の
母
胎

と
す
る
や
う
に
、
淨
土
宗
學
亦
こ
の
厭
欣

の
心
な
き
所
に
は
意
義
を
有
せ
す
存
在
の
理
を
見
出
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。

第

二
に
考

へ
ら
れ
る
も
の
は
、
宗
學
が
宗
學
で
あ
る
た
め
に
は
所
定

の
教
権
の
制
約
下
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
宗
學
は
言
ふ
ま

で
も
な
く
普
遍
爰
當
性

の
究
明
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
。
そ
の
所
詮
は
宗
義
即
ち
宗
乘

の
闡
明
と
こ
れ
が
眞
理
性
を
提
示
す
る
こ
と

に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
存

の
諸

の
淨
土
宗
的
現
象
中
よ
り
純
正
宗
義
を
明
確

に
す
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
所
謂
淨
土
宗
現
象

へ
の

誤

つ
な
き
認
識
と
こ
れ
に
對
す
る
嚴
正
な

る
批
判
が
な
さ

れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
然
し
、

そ
れ
が
宗
學
で
あ
る
以
上
そ
の
認
識
批
判

の
根
據
標
準
を
吾

々
の
睿
知
叉
は
理
性
に
求
む
る
こ
と
は
宗
學
を
哲
學
の

一
部
門
に
混
同
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
故

に
宗
學
於
け
る
認

識
批
制

の
根
據
は
何
處
ま
で
も
宗
租
精
神
を
基
準
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
印
ち
宗
詛
精
禪
に
順
す
る

が
故
に
正
し
き
も
の

と
し
て
採
用
さ
れ
、
宗
詛
精
禪
に
逆
ふ
も
の
な
る
が
故

に
捨
て
ら
る
べ
き
も

の
と
な
す
も

の
こ
そ
眞
の
宗
學
的
立
場

と
い
は
る
べ
き
で
あ

る
。

か
く
の
如
き
宗
學

の
根
本
的
特
質
よ
り
し
て
、
宗
學
は
必
然
的
に
宗
祀
精
神

の
把
握
を
,最
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
結

果
宗
學
は

一
の
宿
命
的
傾
向
と
し
て
「
宗
租
に
歸
れ
」
と
い
ふ
方
向
を
も
つ
。
然
し
な
が
ら
こ
の
「
宗
祀
に
歸
れ
」
と
い
ふ
こ
と
は
單
な
る
復

古
思
想
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
・い
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
宗
學
の
他
語
た
る
領
受
開
顯

が
意
味
す
る
や
う
に
、
そ
れ
は
開
顯
せ
ん
が
た

め
に

「
宗
祀
に
歸
る
」
(領
受
)

の
で
あ
つ
て
、
そ

の
眞
意
は
誤
ら
ざ
る
宗
租
精
禪

の
把
握
を
所
期
と
し
、
單
に
皮
相

的
又
は
形
式
的
意
味

に
於
け
る
復
古
叉
は
遡
行
と
は
遙
か
に
異
な
る
も

の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
三
に
考

へ
ら
れ
る
も

の
は
時
代
の
要
求
に
相
應
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
宗
學
は
單
な
る
客
觀
的
事
實
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
を
以



て
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
く
、
叉
論
理
的
探
究
に
依

つ
て
普
遍
的
眞
現
を
把
握
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
最
も
切

な
る
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
現
實
に
於
け
る
吾

々
が
如
何
に
活
く

べ
き
か
の
原
理
と
方
法
と
を
樹
立
す
る
に
あ

る
。
從

つ
て
眞
の
宗
學

は
や
Σ
も
す
れ
ば
現
存

の
傳
統
的
宗
學
が
誤
解
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
活
き
る
人
間
と
無
關
係
で
あ
つ
て
は
な
ら
な

い
。
切
言
す
る
な
ら
ば

現

に
活
き
つ
N
あ
る
人
間
を
外
に
し
て
宗
學
は
存
在
し
え
な
い
と
い
つ
て
よ
い
。
教
法
は
機
根
を
得
る
こ
と
に
よ

つ
て
全
き
法
と
な
る
と

言
は
れ
る
や
う
に
、
宗
學
は
宗
乘
を
邇
奉
す
る
も
の
あ
る
に
よ
つ
て
そ

の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
言
は
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て

宗

學
は
現
實

の
祉
會
的
な
要
求
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
そ
れ
は
單
な
る
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
宗
學
が
眞

の
宗
學
で
あ
る
た
め
に

は
宗
學
が
人

々
の
心
の
中
に
活
き
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
こ
の
こ
と
は
宗
學
を
し
て
杜
會
的
要
求
に
迎
合

せ
し
む
る
と
い
ふ
が
如
き

卑
近
な
傾
向
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
現
實

の
入
間

の
生
を
窮
め
死
を
究
め
、
現
代
人

の
共
通

の
惱
た
る
瓧
會
苦
の
根

抵

に
直
參
し
て
こ
れ
が
解
決
を
與

ふ
底

の
も

の
た
る
べ
き
で
あ
る
。
釋
尊

の
大
悟
が
寂
し
き
獨
善
的
自
調
己
度
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な

く
、
人
間
共
通
の
苦
憐
(
杜
會
苦
)
を
自
ら

の
上
に
於
て
超
斷
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
や
う
に
宗
祀
法
然
上
人
の
歡
法
亦
た
實
に
人
間

一
般

(
罪
惡
生
死

の
凡
夫
)

の
代
表
者
と
し
て
之
れ
が
脆
却
解
決
邁
進
す
る

も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
現
實
に
生
き
且
惱
め

る
人

々
の
救
濟
を
離
れ
て
は
何

の
意
味
を
も
持
ち
え
ざ
る
も
の
と
言
つ
て
よ
い
。
從
つ
て
宗
學
は
何
處
ま
で
も
現
在
の
枇
會
苦

の
洗
除
を

外

に
し
て
そ
の
生
命
を
持
ち
え
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
言
は
る
べ
き
参

あ
る
。

(
四
)

宗

書

の
扱

ひ

方

次
に
宗
書

の
扱

ぴ
方
に
つ
い
て

一
言
す
る
。

一
般
に
は
宗
書
と
い
ふ
語
は
か
な
り
多
く
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
が
そ

の
意
味
内
容
に
就
て
は

宗
學
方
法
論
序
読

(藤
原
了
)

四
九



五
〇

各

の
場
合
に
於
て
必
す
し
も

一
樣

で
は
な
い
。
廣
義
に
は
淨
土
宗
義
に
關
す
る

一
切

の
書
物
を
意
味
す
る
こ
と
も

あ
る
し
、
叉
經
論
宗
書

と
熟
字
す
る
如
く
經
論
を
別
に
す
る
こ
と
も
あ
る
し
、
時
に
は
傳
書
と
同
意
義
に
用
ひ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
最
も
多
く
行
は
れ
て
ゐ

る
も

の
は
淨
土
宀示
義
を
中
心
題
目
と
し
て
扱

べ
る
書
物
と
い
ふ
意
味

の
宀示
書

で
あ
る
。

か

玉
る
宗
書
を
取
り
扱

ふ
と
き
吾

々
が
最
も
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
書
物

の
丈
字
を
離
れ
て
そ

の
書
物

の
(從

つ
て
著
者
)
の
言
は
ん
と

す

る
と
こ
ろ
に
關
心
を
忘
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
文
字
は
單
な
る
符
合
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
思
想
を
表
現
し
之

れ
を
知
る
た
め
に
は
不

可
缺

の
意
味
を
有
す
る
と
同
じ
や
う
に
宗
書
も
亦
た
單
な
る
書
物
に
相
違
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
然
も
そ
れ
は

「
苦
提

の
月
」
を
眺
め
ん
と
す
る
も
の
に
取
つ
て
は
缺
く
べ
か
ら
ざ
る
「
窓
」
(宗
組

の
内
的
經
驗
の
發
露
)
で
あ
る
こ
と
を
牢
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
宗
書
本
乘

の
意
味
は
正
に
此
の
「
月
を
指
す
方
向
」
叉
は
「
月
そ
の
も
の
」
の
指
示
で
あ
つ
て
、
「
月

の
指

し
方
」
又
は
「
指
そ
の
も
の
」

の
闡
明
は
第
二
義
的
な
價
値
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
の
晦
澁
な
る
こ
と
に
於
て
宗
學
の
混
亂
が
考

へ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
よ
り
當
然
考

へ
ら
れ
る
こ
と
は
宗
書
は
單
な
る
論
理
又
は
學
解
を
主
題
と
せ
る
も
の
で
な

い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
從

つ
て

宗
書

の
扱
ひ
方
が
技
術
的
に
は
如
何
に
學
問
的
で
あ
つ
て
も
、
封
象
化
さ
れ
或
は
骨
董
化
さ
れ
た
宗
書

の
研
究
は
極
め
て
無
意
味
な
も

の

と
な
る
。
宗
書

の
宗
學
的
扱

ひ
方
は
實
忙
吾

々
の
「
い
の
ち

の
糧
」
叉
は
「
自
ら

の
行
の
書
」
と
し
て
之
れ
を
取
り
扱

ふ
に
あ
る
。
こ
玉
に
所

謂
、
宗

の
三
義
た
る
獨
尊

・
歸
趣

・
統
攝

の
三
特
性
が
考

へ
ら
れ
る
。
然
し
獨
尊
と
い
ひ
、
歸
趣
と
い
ひ
、
統
攝

と
い
ふ
も
こ
れ
ら
は
從

來

や

x
も
す
れ
ば
誤
解
さ
れ
て
ゐ
た
や
う
に
宗
乘
を
權
威
づ
け
る
た
め
に
外
面
的
に
宗
乘
に
冠
せ
ら
れ
た
飾
辭
で
あ
つ
て
は
な
ら
な

い
。

こ
の
三
特
性
は
、
「
自
ら

の
い
の
ち
の
糧
」
と
し
て
宗
學
し
、
「
自
ら
の
歩
む

べ
き
道
」
と
し
て
宗
乘
を
扱

ふ
場
合
に
こ
の
宗
乘
の
中
に
於

て

お

の
つ
か
ら
覺
認
さ
る
玉
三
種

の
體
徳
で
あ
り
、
行
者

の
立
場
よ
り
い
へ
ば
三
樣
の
信
頼
で
あ
ら
れ
ば
な
ら
ぬ
。



換
言
す
る
な
ら
ば
、
八
家
九
宗

の
一
と
し
て
の
淨
土
宗
義
、
八
萬
四
千
の
法
門

の

一
と
し
て
の
念
佛
門
、
淨
土
教

的
著
述

の

一
と
し
て

の
選
擇
集
と
い
ふ
が
如
き
傍
觀
的
立
場
(職
業
的
立
場
)
よ
り
宗
書
に
接
す
る
こ
と
は
樹
象
化
さ
れ
た
る
教
法
と
し
て
の
宗
乘
を
扱
ふ
も

の

で
あ

つ
て
眞

の
宗
學
と
は
謂
は
れ
え
な

い
、
そ
れ
は
恰
も
醫
學
に
於
け
る
死
體
解
剖
に
も
比
さ
る
べ
き
熊
度
で
あ
つ
て
、
か
玉
る
態
度

よ

り

「
血
の
通

つ
た
宗
學
」
印
ち
宗
乘
に
樹
す
る
獨
尊

・
歸
趣

・
統
攝
と
し
て
の
覺
認
は
あ
り
え
な

い
。

「
隨
他

の
前

に
は
諸
宗
を
許
す
」
と
い
ふ
宗
教
的
道
徳
を
さ

へ
も
拒
否
す
る
偏
狹
さ
は
避
く

べ
き
で
あ
る
か
も
知
れ

な
い
が
、「
隨
自

の
後

に
は
還

て
之
れ
を
閉
づ
」
と
い
ふ
衿
持

こ
そ
正
し
く
宗
學
的
立
場
で
あ
り
宗
書

に
對
す
る
態
度
た
る

べ
き
で
あ
る
。
印
ち
宗
組
の
經
論
に

封
す
る
傍
正

の
判
釋
は
表
面
的
に
は
「
正
し
く
依
る
」
、
「
傍
ら
に
依

る
」
と
い
ふ
表
現
を
藉
つ
て
は
ゐ
る
も

の
、
そ
の
眞
意
は
「
取
」
と
「
捨
」

と
の
關
係
を
明
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
故
に
宗
祀

の
淨
土
三
部
經

に
封
す
る
眞

の
感
懐

は
淨
土
經

三
部
以
外
に
餘
經
な
り
と
す

る
底

の
も
の
で
あ
り
、
三
部
經

の

一
切
經
中
に
於
け
る
地
位
は
餘
他
の
經
典
と
次
元
を
異
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
餘
他

の
經
典
を
所
統

一

と
し

て
三
部
經
を
能
統

一
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

宗
書

に
.つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
は
れ
う
る
で
あ
ら
う
。
選
擇
集
に
樹
す
る
宗
學
的
立
場
は
、
淨
土
教
的
著
作

の
隨

一
と
し
て
之
れ
を

見
る
客
觀
的
考
察
を
遣
捨
し
て
、
選
擇
集

こ
そ
は
宗
租

の
内
的
經
驗
を
通
じ
て
物
さ
れ
た
佛
教
概
論
も
し
く
は
宗
組

の

一
代
佛
教
に
封
す

る
體
解
帥
ち
宗
祀
精
禪
の
具
現
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
る
程
、
選
擇
集

の
丈
相

に
の
み
つ
い
て
云

へ
ば
そ
の
牛
は
他

經
書

よ
り

の
引
用
に
よ
つ
て
充
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
こ
の
こ
と
は
選
擇
集
に
印
さ
れ
た
宗
組
精
神
の
影
を
薄
く
す
る
も

の
で
は
な
い
。
そ

の
故

は
、
選
擇
集

一
部

の
相
貌
は
宗
教
的
必
然
性
と
時
代
的
傾
向
に
制
約
さ
れ
て
先
蹤

の
諸
読

に
封
す
る
こ
と
尤
だ
慇
懃
で
は
あ
る
け
れ

ど
も
、
こ
の

一
部
を

}
貫
す
る
も

の
は
飽
く
ま
で
宗
組

の
内
的
經
驗
で
あ
つ
て
、
夥
し
く
引
用
さ
れ
て
ゐ
る
先
賢

の
所
読
は
こ
の
宗
組
内

宗
學
方
法
論
序
説

(藤
原
了
)

五
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五
二

的
經
驗

を
闡
表
す
る
た
め
の
單
な
る
資
料
で
あ
り
裝
飾
に
す
ぎ
な
い
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ

の
丈
相

の
如
何
を
問
は
す
、
列
組

の
著
書
亦
た
こ
の
意
味

に
於
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
徃
生
論
註
は
曇
鸞

の
佛
教
概
論
で

あ
り
、
五
部
九
卷
は
善
導

の
佛
教
精
要
で
あ
り
、
安
樂
集
叉
導
綽
の
佛
教
玄
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
叉
鎭
西

の
徹
選
擇

の
如
き
も
そ

の

貌
は
選
擇
集

の
單
な
る
末
書
と
見
ら
る

玉
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
鎭
西

の
眞
意
に
徹
す
る
な
ら
ば
矢
張
り
そ
れ
は
選
擇
集
の
顯
彰
を

主
題
と
し
て
物
さ
れ
た
佛
歡
精
要
と
い
は
る
べ
き
で
あ
る
。

か
く
觀
じ
來

る
な
ら
ば
宗
書

に
封
す
る
吾

女
の
態
度
も
自
ら
明
か
な
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
宗
書

の
す
べ
て
は
そ
の
著
者

の

(宗

祀
の
教
読
を
繼
承
せ
る
も
の
な
る
が
故

に
當
然
宗
祀

の
)
内
的
經
驗

の
顯
現
と
し
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從

つ
て
列
祀

の
著
書

の
間
に
於
け
る
表
面
的
な
相
違
は
、
單
な
る
皮
相
的
な
會
通
を
試
み
る
べ
き
で
な
く
、
そ

の
所
読

の
各
の
を
そ
の
根
源
的
な
る
も
の
に
ま

で
堀
り

下
げ
る
こ
と
に
依

つ
て
、
兩
者
が
相

一
致
す
る
立
場
に
於
て
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
之
を
し
も
眞

の
會
通
と
稱
す
べ
き
で
あ
る
。

數
多

く
の
宗
書
と
稱
せ
ら
る

乂
も

の
玉
中
、
そ
の
貌
は
著
し
く
宗
書

の
如
き
相
を
具
ふ
る
も
そ
の
内
容
は
宗
祀
精
禪
を
遙
か
に
遠
ざ
か

つ
て
ゐ
る
も

の
も
あ
ら
う
し
、
そ
の
表
相
は
頗
る
異
樣
な
る
も
そ
の
内
容
は
切
實
な
る
宗
祀
精
祚

の
吐
露
を
試
み
て

ゐ
る
も

の
も
あ
る
で

あ
ら
う
。

こ
れ
ら
の
辨
別
は
、
そ

の
文
相
に
捉

は
る
る
こ
と
な
く
、

一
に
そ
れ
ら
が
宗
詛
に
依

つ
て
把
握
さ
れ
た
佛
陀
精
神
を
各
自

の
内

的
經
驗

を
通
し
て
記
述
せ
し
も

の
で
あ
る
か
否
か
を
基
準
と
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

(
五
)

宗
學
に
於
け
る
解
と
行

次
に
宗
學
せ
ん
と
す
る
場
合
に
於
て
特
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

は
、
宗
學
に
於
け
る
解
(教
理
)
と
行
合
實
踐
)
と
の
關
係
で



あ

る
。
元
來
、
餘
他

の

一
般
科
學
に
於
て
は
解
(
理
論
)
と
行
(
實
踐
)
と
の
關
係
は
或
る
程
度
ま
で
判
然
た
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
宗
學
に
關

す

る
限
り
こ
の
區
別
は
極
め
て
困
難
な
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
。
成
る
程
、
宗
學
に
於
て
も
解
と
行
と
の
別
は
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
た
と

へ

ば
宗

祀
の
選
擇
集
十
六
章
段
に
封
し
て
こ
れ
を
教
行

の
二
門
に
分

つ
こ
と
は
先
蹤

の
指
南
す
る
所
で
あ
る
し
、
鎭
西

の
授
手
印
に
於
て
も

「
知
ご淨
土

=
示
之
義
噛修
二
淨
土

=
示
之
行
一」
と
い
ふ
語
を
見
出
す
こ
と
が
出
來
る
。
こ

の
教
行

の
區
別
は
.一
應
尤

も
な
も
の
で
あ
る
。
然

し
儼
密
に
論
す
る
な
ら
ば
行
と
言
は
る
玉
も
の
は
行
ふ
こ
と
そ

の
こ
と
、
淨
土
宗
に
於
て
は
念
佛
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
。
念
佛
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
を
行
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
行
に
は
文
字
は
あ
り
え
や
う
筈
が
な
い
。
從

つ
て
こ
の
行
を
假
り
に
文

字

に
よ
つ
て
詮
表
す
る
な
ら
ば
そ

の
丈
字
は
既
に
教
と
し
て
考

へ
ら
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
從

つ
て
從
來

の
宗
學

に
於
け
る
解
行
と

い
ふ
場
合

の
行
と
は
眞

の
意
味
の
行
そ
の
も
の
で
は
な
く
、

こ
の
行
は
眞

の
意
味
に
於
け
る
行
に
封
す
る
教
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
故
に
宗
學
に
於
け
る
解
行
と
い
ふ
語
は
眞

の
行
に
樹
し
て
は
共
に
教
と
し
て
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
強

ひ
て
宗
學

に
於
け
る
解

と
行

と
を
區
別
す
る
な
ら
ば
、
解
と
は
淨
土
宗
に
於
け
る
理
論
的
方
面

に
關
す
る
教
で
あ
り
、
行
と
は
淨
土
宗
に
於
け
る
實
踐
的
方
面
に

關

す
る
教
と
見
ら
る
べ
き
も

の
で
あ
つ
て
共
に
眞

の
行
に
樹
す
る
反
封
概
念

の
一
部
を
構
成
す
も

の
と
考

へ
ら
る

べ
き
で
な
か
ら
う
か
。

こ
れ
を
淨
土
宗
の
精
髓
を
な
す
稱
名
念
佛

に
つ
い
て
言
ふ
な
ら
ば
、
法
藏
の
願
心
の
法
爾
な
る
展
開
と
し
て
稱
名
念
佛
あ
り
、
こ
の
稱

名
念
佛

の
實
踐
に
關
し
て
安
心

・
起
行

・
作
業
等
を
読
く
が
如
き
は
是
れ
悉
く
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
樹
し
て
吾

々
が
南
無
阿
彌
陀
佛
す
る

こ
と
こ
そ
眞

の
行
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
從
つ
て
普
通
に
読
か
る

乂
安
心
起
行
の
起
行
と
は
、
吾

々
の
起
行

の
方
法
に
關
す
る
教
で
あ

つ
て
眞

の
行

で
は
な
い
。
か
の
勅
傳
に
見
ゆ
る

一
佳
山
者

の
宗
租
に
對
す
る
問
意

は
實
に
こ
の
こ
と
に
封
す
る
謬
見
よ
り
起
り
し
も
の
と

考

へ
ら
れ
る
。宗

學
方
法
論
序
詭

(藤
原
了
)

五
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五
四

か
く
考

へ
來
る
な
ら
ば
、
丈
字
と
な
り
表
現
と
な
つ
た
宗
學
は
所
詮
教
た
る
の
域
を
脱
し
え
な
い
も
の
た
る
は
冤
れ
え
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。

こ
玉
に
於
て
吾

々
の
想
起
す

べ
き
は
、
古
來

の
大
乘
教
徒
に
よ
つ
て
示
さ
れ
來

つ
た
教
即
行

・
行
鄙
歡

の
所
説
で
あ
る
。
(
但
し
こ

N
に
云
ふ
行
と
教
の

一
部
と
し
て
の
行
で
は
な
く
行
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
行
で
あ
る
)
教
な
き
行
は
單
な
る
獨
善
で
あ
り
妄
動

に
す
ぎ

な

い
や
う
に
、
行
な
き
歡
は
所
詮
觀
念
の
遊
戯
に
止
る
。
既
に
幾
多
の
先
哲
忽
よ
つ
て
読
か
れ
て
ゐ
る
如
く
、
佛
教
に
於
け
る
歡
と
行
と

の
關
係
は
行

に
は
教
が
必
要
で
あ
る
と
か
教
は
行
を
拌
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
と
い
ふ
如

き
二
者
併
立
的
な
も

の
で
は
な
く
、
教
そ

の
ま

x
が
行
で
あ
り
、
行
そ
の
ま

x
が
教
で
あ
り
、
單
な
る
行
、
單
な
る
教
と
い
ふ
も

の
は
あ
り
え
な
い
。

こ
の
意
味
に
於
て
領
解

一
念

に
行

の
具
足
す
る
を
読
き
、
口
稱

の

一
行
に
安
心
成
就
を
読
く
は
正
し
い
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
皮
相
的
に
考

ふ
る
な
ら
ば
但
信

口
稱
を

以
て
單
な
る
行
と
す
る
乙
と
は
必
す
し
も
稀
で
は
な
い
。
然
し
そ
れ
は
許
し
が
た
き
誤
解
で
あ
る
。
如
何
に
行
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
つ
て

も
、
そ
れ
は
飽
ま
で
教
即
行
と
し
て
の
行
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
教
理
が
如
何

に
高
遠
で
あ
つ
て
現
實
相
と
し
て
の
行
な

き
教
は
終
に

一
の
概
念
に
す
ぎ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
宗
學
す
る
も

の
玉
常

に
心
す

べ
き
は
、
實
に
そ
の
宗
學
的
資
料
取
扱
ひ
に
際
し

て
、
眞
の
意
味
に
於
け
る
教
即
行
も
し
く
は
行
帥
教
と
し
て
の
立
場
を
亡
却
せ
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
所
謂
傳
統
的
宗
學

の
複
雜
性
は
こ
の

眞

の
意
味
に
於
け
る
解
と
行
と
の
混
亂
に
よ
る
も
の
亦
た
少
く
は
な
い
と
言

へ
る
。

(六
)

宗
學
の
區
分
と
方
法

如
上
の
考
察
を
前
提
と
し
て
吾

女
は
次
に
宗
學
の
區
分
に
つ
い
て
論
及
す
る
。
然
し
こ
の
宗
學

の
區
分
た
る
や
亦
た
從
來
甚

だ
等
閑
に

附

さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
掩
ふ
べ
く
も
な
い
。
今
、
便
宜
上
そ
の
大
樣
を
圖
示
す
れ
ば
大
體
次
の
如
き
も
の
と
思
は
れ
る
。
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五
六

右

の
分
類
は
極
め
て

一
應
的
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
關
し
て
、

現
存

の
資
料
よ
り
殆
ん
ど
何
物
を
も
聞
き
得
ざ
る
吾

々
は
、
暫
定
的
に
こ
の
區
分
に
依

つ
て
論
を
進
め
た
い
と
思

ふ
。

上

の
如
く
宗
學
に
は
大
略
三
の
部
門
が
組
織
的
に
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
各
部
分

の
扱

ひ
方
は
そ
の
性

質

の
相
違
す
る
に
つ

れ
て
各
の
特
有
の
研
究
法
が
考

へ
ら
れ
る
。
略
諡
す
る
な
ら
ば
,、
第

一
歴
史
宗
學
は
宗
史
學
と
も
云
は
れ
總
じ
て
淨

土
宗

の
歴
史
現
象
帥

ち
廣
義
に
於
け
る
淨
土
宗
史
を
研
究
す
る
も
の
な
る
が
故

に
、
そ

の
研
究
法
は
當
然
歴
皮
科
學
的
立
場
よ
り
發
生
的
に
淨
土
百示
の
歴
史
'的

事
實

の
闡
明
を
試
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
歴
史
宗
墨
は
圖
示
の
如
く
幾
多

の
分
科
學
を
要
請
す
る
。
然
し
こ
の
部
門
は
、

そ
れ

が
歴
史
宗
學
叉
宗
史
學

と
言
は
れ
る
如
く
、
淨
土
宗
史
を
事
實
的
に
把
握
す
る
こ
と
帥
ち
淨
土
宗
現
象

の
眞
相

を
究
明
す
る
こ
と
を

所
期

と
な
す
も
の
で
あ
つ
て
、
所
詮
は
在
り
し
宗
史
又
は
現
に
あ
る
宗
史

の
闡
明
を
出
で
な
い
。
從

つ
て
淨
土
宗
史

が
如
何
な
る
原
理
を

本
質

と
し
て
展
開
し
た
も

の
で
あ
る
か
と
か
叉
淨
土
宗
が
將
來
如
何
に
在
ら
ね
ば
な
ら
な

い
か

と
い
ふ

こ
と
に

關
し
て
は

問
ふ
所
が
な

い
。
故

に
淨
土
宗
現
象
が
如
何
な
る
も

の
を
原
理
と
し
て
過
去
の
事
實
叉
は
現
在

の
事
實
と
し
て
展
開
し
て
ゐ
る
か

を
問

ふ
立
場
或
は
將

來
に
於
け
る
淨
土
宗

は
如
何

に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
ふ
如
き
こ
と
を
問
ふ
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
歴
史
宗
學

は
單
な
る
資
料
的
意
義

叉
は
素
材
的
價
値
を
有
す
る
も

の
に
過
ぎ
な
い
。

こ

の
故

に
第
二
に
組
織
宗
學
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
組
織
宗
學
と
い
ふ
語
は
可
成
り
新
し
い
、
隨
つ
て
そ

の
定
義
も
亦
區

々
で

は
あ
る
が
、
今
い
ふ
組
織
宗
學
と
は
純
粹
宗
義
學
叉
は
淨
土
宗
原
理
論
と
も
い
は
る

べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
淨
土
宗
現
象
を
宗
教
哲
學
的

立
場

よ
り
批
判
的
反
省
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
淨
土
宗

の
本
質
を
認
識
せ
ん
と
す
る
も

の
に
し
て
隔
淨
土
宗
學

に
於
け
る
原
理
的
部

門
に
屬
す
る
。
然
し
て
こ
の
原
理
的
部
門
の
素
材
と
な
る
も
の
は
、
先
の
歴
史
宗
學

に
於
て
究
明
さ
れ
た
淨
土
宗
現
象

一
般
で
あ
る
。
換



言
す

る
な
ら
ば
、
如
實

に
理
解
さ
れ
た
淨
土
宗
史
を
資
料
と
し
て
、

こ
れ
に
反
省
的
批
判
的
思
辨
を
施
す
こ
と
に
よ
り
淨
土
宗
現
象

の
本

質
的

な
も
の
に
觸
れ
、

こ
の
こ
と
に
依

つ
て
淨
土
宗
義
を
原
理
的
に
考
察
し
、
且

つ
こ
れ
が
眞
理
性
を
明
か
に
せ
ん

と
す
る
も

の
で
あ
つ

て
、
勢
ひ
圖
示
の
如
き
分
科
が
想
定
さ
れ
る
。

如

上
二
の
部
門
を
前
提
と
し
て
第
11i゚
.考

へ
ら
れ
る
の
が
所
謂
實
踐
宗
學
で
あ
る
。
實
踐
宗
學

の
語
も
極
め
て
近
時

の
唱
導

に
な
る
も

の
で
あ
つ
て
、
そ

の
内
容
よ
り
別
語
し
て
應
用
宗
學
と
稱
し
て
も
よ
い
。
こ
れ
は
先
の
歴
皮
宗
學

に
於
て
明
か
に
さ
れ
た
廣
義
の
淨
土
宗

史
を
參
考
と
し
、
組
織
宗
學
に
於
て
究
明
さ
れ
た
淨
土
宗

の
本
質
又
は
原
理
を
如
何

に
實
踐
す
べ
き
か
叉
應
用
す
べ
-き
か

の
部
門
を
擔
當

す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
應
用
と
い
ふ
も
實
踐

と
い
ふ
も
決
し
て
單
な
る
利
用
叉
は
間

に
合
せ
で
は
な
く
、
同
時

に
淨
土
宗

の
本
質
叉
は

原
理

と
次
元
を
異

に
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
實
踐
宀示
學
は
歴
史
宗
學
を
緯
と
し
、
組
織
宀示
學
を
經

と
し
て
織
出
さ
る
べ
ぎ

一
巾

の
淨
土
宗
と
い
ふ
布
地
で
あ
つ
て
、

こ
の
實
踐
宗
學
本
來

の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
淨
土
宀示
の
本
質
が
現

實
的

に
如
何

に
冖展
開

さ
る
べ
き
か
(
展
開
を
別
に
し
て
本
質

は
あ
り
え
な
い
)
を
問
ふ
も

の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
從

つ
て
こ
の
部
門
に

於
て
は
實
際
問
題

と
し
て
上
の
圖
示
の
如
き
分
科
が
考

へ
ら
れ
る
。

(
七
)

宗

學

の

本

質

上
述

の
宗
學
の
區
分
は
、
そ
の
ま

N
に
於
て
眞
の
宗
學
が
如
何
な
る
方
法
論
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
又
現
存
の

所
謂
傳
統
的
宗
學
が
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
最
も
明
瞭
に
語
つ
て
ゐ
る
も
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
傳
統

宗
學

の
努
力
の
殆
ん
ど
は
歴
史
宗
學
を
出
で
な

い
。
就
中
、
そ
の

一
部
門
で
あ
る
聖
典
解
釋
學

に
集
注
さ
れ
、
と
り
わ
け
訓
詁
會
通
學
に

宗
學
方
法
論
序
読

(藤
原
了
)

五
七



五
八

終
始
す
る
か
の
憾
尤
だ
深

い
も
の
が
あ
る
。
上
の
宗
學

の
區
分
の
項
に
於

て
考
察
し
た
や
う
に
歴
史
宗
學
は
所
詮
、
淨
土
宗
學
の
資
料
を

扱
ふ
部
分
た
る
に
過
ぎ
な
い
、
然
も
徇
、
こ
の
歴
皮
宗
學
の

一
分
科
た
る
聖
典
解
釋
學
に
明
け
暮
れ
す
る
こ
と
を
以
て
恰
も
こ
れ
眞

の
宗

學
な
り
と
考

ふ
る
如
き
あ
ら
ば
、
こ
れ
寔
に
そ

の
方
向
を
誤
る
の
著
し
き
も
の
で
あ
る
と
稱
す
る
こ
と
は
果
し
て
過
言
な

の
で
あ
ら
う
か
。

然

ら
ば
、
眞

の
淨
土
宗
學
と
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
領
解
さ
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。吾

々
は
之
れ
を
上
の
宗
學

の
區
分
に
於
て
見
た
。

先
に
も

一
言
せ
し
如
く
、
宗
學
と
は
領
受
開
顯

の
學
で
あ
る
。
領
受
開
顯
と
は
別
な
表
現
を
か
れ
ば
温
古
知
新
と
言

つ
て
も
い
玉
。
そ
れ

は
先
人
た
る
詛
師
の
教
法
を
領
受
し
て
之
れ
を
現
實
的
に
開
顯
し
て
行
く
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
然
し
領
受
と
は

一
體
如
何
な
る
意
味
を

有
し
、
開
顯
と
は

一
體
如
何
な
る
内
容
に
於
て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。

叉
祀
師

の
教
法
を
領
受
す
る
と
い
ふ
場
合
、
領
受
さ
る
べ
き
祀
師

の
教
法
と
は

一
體
何
物
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
何
人

か
の
列
組

の
教
説

の

一
女
を
意
味
す
る
も

の
な
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
問

に
應
ふ
る
に
先
だ
つ
て
吾

汝
は
古
來
「佛

々
嗣
法
、
祀

々
相
承
」

と
い
ひ
「
三
國
傳
來
佛
祀
相
承
」
と
い
ひ
「
潟
瓶
相
承
」
と
い
へ
る
内
容
に
想
ひ
到
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「佛
祀
相
承
」
と
い
ひ

「
潟
瓶
相

承
」

と
は
果
し
て
具
體
的
教
読

の
全
き
傳
承
を
意
味
す
る
も

の
と
解
さ
る
る
な
ら
ば
、
吾

々
は
淨
土
傳
燈
祗
師
各

の
間
に
於
け
る
教
相

の

差
異

を
如
何

に
領
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
更

に
切
實
に
云

へ
ば
釋
奪

の
教
読
と
宗
祀
法
然
上
人

の
教
読
と
が
全
面
的

に

一
致
す
る
と
言

へ

る
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
疑
問
が
生
す
る
。
此
處
に
於
て
考

へ
ら
れ
る
こ
と
は
次
第
相
承
に
封
し
て
超
越
相
承
が
諡
か
れ
る
や
う
に
領
受
と

は
租
師
に
封
す
る
形
式
的
な
接
近
又
は
概
念
的
な
模
倣
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
宗
祗
が
領
受
開
顯
さ
れ
た
と
い
ふ
場
合
に

於
て
は
、
宗
詛
が
善
導

の
模
倣
を
な
し
釋
尊
の
眞
似
し
た
と
い
ふ
如
き
皮
相
的
な
意
味
で
は
斷
じ
て
あ
り
え
な
い
。

そ
れ
は
釋
尊
と
善
導

と
を

一
貫
す
る
根
源
的
な
る
も

の
に
觸
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
帥
ち
領
受
と
は

一
貫
せ
る
も

の
で
あ
り
な
が
ら
釋
奪



に
於

て
は
具
體
的
な
釋
尊

の
歡
説

と
し
て
現
れ
、
善
導
に
於
て
は
善
導

の
入
格
を
通
し
て
具
體
的
な
善
導
の
教
説

と
し
て
現
は
れ
、
宗
組

に
於

て
は
宗
租
の
人
格
を
通
し
て
具
體
的
な
宗
組

の
教
設

と
し
て
現
は
れ
、
宗
祗
已
下
の
列
祀
に
於
て
も
亦
各

の
人
格
を
通
し
て
具
體
的

に
表
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
そ
の
本
質
に
於

て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
列
租
を

一
貫
す
る
根
源
的
な

も
の
を
淨

土
宗
學
に
於

て
は
淨
土
宗
精
神
又
は
宗
組
精
神
と
呼
ん
で
よ
い
と
思
ふ
。

次

に
開
顯
と
は
、

こ
の
各
組
師
を

一
貫

せ
る
も
の
の
現
實
的
な
る
展
開
を

い
ふ
。
儼
密
に
い
ふ
な
ら
ば
領
受

と
開
顯
と
は
本
來
別
な
も

の
で
は
あ
り
え
な

い
。
領
受
す
る
こ
と
は
所
詮
開
顯
を
俟
つ
て
意
味
の
存
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

一
方
的
な
る
領

受
、

一
方
的
な
る
開
顯

と
い
ふ
も

の
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
故
に
領
受
は
開
顯

へ
の

一
適
程
で
あ
る
と
言
つ
て
も

い
x
し
、
叉
開
顯
は
領
受

の
自
か
ら
な
る
活
き
と

觀

て
も
い
玉
。
從

つ
て
領
受
邸
開
顯
と
い
は
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
開
顯
と
は
領
受
し
た
も

の
を
作
意
的
に
展
開
す

る
こ
と
で
は
な
く
、
領

受
さ
れ
た
も

の
の
自
か
ら
な
る
展
開
又
は
如
實
な
る
顯
現
と
い
ふ
こ
と
が
出
來
る
も

の
と
思
は
れ
る
。

か
く
の
如
く
し
て
宗
學
は
領
受
開
顯
の
學
と
謂
は
れ
う
る
。
然
し
て
こ
の
領
受
開
顯
が
如
何
な
る
方
法
に
よ
つ
て
な
さ
る
べ
き
か
に
應

ふ
る
も

の
が
如
上
の
家
學

の
各
分
野
に
對
し
て
方
法
論
的
に
謬
.ら
ざ
る
こ
と
に
よ
つ
て
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

最
後
に

=
言
す
べ
き
は
、
今
い
ふ
が
如
き
宗
學
の
各
分
野

に
封
す
る
如
實
な
る
領
解

の
根
本
基
調
と
な
る
も

の
は
、
言

ふ
ま
で
も
な
く

宀示
組
精
禪
(淨
土
宗
精
神
)
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
印
ち
宀示
租
精
禪
に
順
す
る
が
故
に
是
と
し
宗
組
精
禪
に
蓮
ふ
が
故
に
非
と
な
す

こ
そ
宗
學
的
立
場
に
於
け
る
根
本
基
調
と
し
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
各
個
人
の
主
觀
的
立
場
よ
り
の
取
捨
は
何
處
ま
で
も
拒

否
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従

つ
て
こ
玉
に
宗
學
的
方
法
は
論
理
的
に

一
の
循
環
論
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は
宗

學
は
宗
組
精
神
の
把
握

顯
彰
を
そ
の
究
意
的
目
的
と
し
な
が
ら
、
そ
の
宗
學
す
る
過
程
に
於

て
は
宗
詛
精
紳
を
基
準
と
し
そ
の
鑑
と
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
自
ら
を

宗
學
方
法
論
序
詭

(藤
原
了
)

五
九



六
〇

意
義
づ
け
る
と
い
ふ
ご
・と
で
あ
る
。
此
處
に
於
て
か
、

一
般
的
見
解
よ
り
す
れ
ば
宗
學

に
よ

つ
て
裏
づ
け
ら
れ
て

ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
な
が

ら
、
然
も
事
實
に
於
て
は
宗
學
を
意
義
づ
け
て
ゐ
る
と
さ

へ
考

へ
ら
る
べ
き
「
行
そ
の
も
の
」
に
封
す
る
考
察
が
主
要
課
題
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
想

ひ
到
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
理
論
的
立
場
よ
り
考

へ
て
も
眞

の

「
行
そ
の
も

の
」
を
別
に
し
て
は
如

何

な
る
宗
學
も
所
詮
理
念
の
領
域
を
出
で
え
な
い
も
の
と
想
は
れ
る
し
、
實
踐
的
立
場
よ
り
す
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
學
は

「
行
そ
の
も

の
」

に
取

つ
て
は
單
な
る
豫
備
的
意
義
を
有
す
る
も

の
た
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
の
こ
と
に
關
す
る
考
察
は
項
を
新

た
に

す

べ
き
性
質
の
も

の
と
思
は
れ
る
。

記

紙
面
の
都
合
で
參
照
或
は
引
用
丈
等
の
一
切
を
省
略
し
た
、
又
本
論
の
各
項
は
夫
々
宗
學
上
の
一
テ
r
マ
と
し
て
更
に
詳
細
に
考
究
さ
る
べ
き
で

あ
り
、
更
に
本
論
丈
を
一
小
節
と
す
る
宗
學
概
論
な
る
も
の
が
當
然
要
請
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
他
目
を
期
す
る
こ
と
玉
し
た

大
方
の
御
高
評
を
乞
ひ
御
指
導
を
仰
ぐ
や
切
な
る
も
の
が
あ
る
o


