
定

善
義

を
逋

し

て
見
た

る
善
導
大
師

(定

善

義

管

見
)
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前

田

聽

瑞

善

導
大
師
は
實
に
支
那
に
於
け
る
淨
土
教
的
思
想
の
流
に
於
け
る
唯

N
の
偉
入
で
あ
る
。
出
離
の
櫞
な
き
常
沒
の
凡
夫
が
報
身
報
土
に
入

り
得
る
こ
Σ
を
、
彌
陀
の
大
願
業
力
に
依
つ
て
解
决
し
、
稱
名
正
因
の
雄
大
な
る
鐵
案
を

提
唱
せ
ら
れ
た
淨
土
教
學

的
概
念
の

尉
つ
の
型
を

望
み
見
る
な
ら
ば
、
吾
人
淨
土
宗
徒
の
據
る
べ
き
も
の
ざ
て
は
、
唯
古
く
し
て
而
も
常
に
新
た
な
る
生
氣
を
賦
與
せ
ら
れ
た
る
善
導
大
師
あ

る
の
み
で
あ
る
。
わ
が
宗
組
法
然
上
人
は

こ
の
善
導
大
師

の
本
願
念
佛
の
眞
理
を
仰
い
で

「往
生
之
業
念
佛
.爲
先
」

ざ
標
榜
し
て
選
擇
本
願

念
佛
の
大
義
を
中
外
に
宣
揚
し
給

ふ
た
。

こ
の
意
味
に
於

い
て
わ
が
淨
土
宗
は

一
面
善
導
宗
で
あ
る
ご
云

つ
て
も
敢

へ
て
不
當
で
は
な
い
の

で
あ

る
。
こ
れ
實
に
我

々
淨
土
宗
徒
が

常
に

こ
の
最
大
の
支
那
淨
土
歡
の
偉
人
善
導
大
師
を
高
組
ε
仰
ぎ
、

そ
の
高

著

『
觀
經
疏
』
を
西
方

の
指
南
、
行
者
の
目
足
ε
し
て
金
科

玉
條
視
す

る
所
以
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の

『
觀
經
疏

』
は
そ
の
名
が
物
語
る
や
う
に
單
に

『
觀
無
量
壽

經
』

の

「
解
諡
に
過
ぎ
な
い
が

、
し
か
し
、
か
く
解
す
る
の
に
は

『
觀
經
疏
』
は
餘
り
に

「
尊
い
も
の
」
、
「
深

い
も

の
」

を
盛
り
す
ぎ
て
ゐ

る
。『
觀
經
疏
』

は
大
師
自
ら
の
深
い
靈
的
醴
驗
の
見
事
な
る
概
括
を
備

へ
た
も
の
ε
し
て
、

方
に
寳
典
中
の
寳
典
で
あ
る
。
ま
こ
ご
に

『
觀

經
疏
』
は
大
師
の
化
身
で
あ
る
。
大
師
が
永
蓮
不
朽
の
金
字
塔
で
あ
る
。

こ
の

『
觀
經
疏
』
は
相
當
難
解
な
宗
教
書
で
は
あ
る
が
、
自
分
に

は
始
終
讀
み
慣
れ
て
ゐ
る
こ
マ」
玉
て
,
詩
か
小
詭
の
愛
讀
書

に
で
も
對
す
る
や
う
な
親
し
み
を
感
す
る
。
け
れ
,こ
も

こ
の
偉
大
な
る
精

碑
的



財
寳

を
新
た
な
觀
點
の
下
に
置
き
、
そ
の
古
び
た
外
殻
を
剥
ぎ
去

つ
て
、

そ
の
永
恒
的
な
眞
理
を
過
去

の
形
式
か
ら
獨
立
せ
し
め
る
こ
ご
は

到
底

容
易
な
仕
事
で
は
な
い
。

し
か
も
凡
そ
宗
教
的
理
念
な
る
も
の
は
、

喝
た
び
見
出

さ
れ
た
な
ら
ば
、

そ
れ
以
上
勞
す
る
こ
ε
な
し
に
維

持
せ
ら
れ
て
得
る
や
う
な
、
死
ん
だ
財
産
で
は
な
い
。

こ
の
大
き
な
財
産
を
手
際
よ
く
生

か
し
て
、

十
方
衆
生
に

手
渡
し
す
る
こ
ご
は
、
今

の
私
に
取
つ
て
聊
無
謀
の
事
に
屬
す

る
。

特

に
今
私
の
前
に
置
か
れ
た
る
課
題
は

「
定
善
義
を
通
し
て
見
た
る
善
導
大
師
」

ε
い

ふ
の
で
あ
る
。

定
譱
暴
ぼ

定
善
義
だ
け
で
は
分
ら

な
い
。
け
れ
さ
も
、
此
處
で
は
玄
義
分
や
序
分
義
さ
て
は
散
善
義
な
さ
の
領
域
を
侵
す
こ
ε
は
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
。

私
は
唯

一
つ
の
定
善
義

を
逋
じ
て
善
導
大
師

の
御
姿
を
拜
ん
で
み
た
い
ε
忠
ふ
。

さ
て

『
觀
經
疏
』
に
、
「
十
三
觀
以
來

名
爲
=
定
善

一、三
幅
九
品
名
爲
二散
善
こ

ミ
あ
る
限
り
、
私
の
論
述
の
範
園

は

『
觀
無
量
壽
經
』
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

出
て
來

る
+
六
觀
の
中
で
も
、

上
日
想
觀
か
ら
下
雜
想
觀
に
至
る
ま
で
、
都
合
十
三
觀
の
こ
S
を
取
扱
つ
て
行
け
ば

そ
れ
で
よ
い
筈
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
も
成
る
べ
く
獨
自
の
偏
見
に
流
れ
ぬ
や
う
に
客
觀

切
描
寫
に
つ
ε
め
た
い
ぐ」
思
ふ
。
が
、

「
觀
經
』
の

文
相
、
導
師
の
細
釋
の

講
逑

は
今
の
私
の
目
的
で
な
く
、
又
か
う
な
る
ご
簡
潔
に
出
來
な
い
か
ら
、
成

る
べ
く
主
要
な
論
點
を
見
逃
さ
な
い
程
度
で
、

大
體
を
摘
ん

で
逋

べ
て
行
く
こ
ーこ
・
す
る
Q

　
1

「ヴ

バ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
し
時
代
の
太
古
か
ら
印
度
の
地
上
に
は
瑜
伽

(吋
。σq9
)
な
る
も
の
が
あ
つ
た
。

瑜
伽
の
語
原
は

ユ
ジ

(輿
&
)
で

「
結

合
す

る
し
ご
か
、

「
抑
制
す

る
」

ε
か
、「
意
識
を
集
中
す
る
」

亡
か
い
ふ
程
の
意
味
で
あ
る
。
瑜
伽
は
心
を

哺
つ
の
封
象
に
專
注
せ
ん
ε
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、

五
感
を
抑
制
し
て
心
を
統

刷
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
を
禪
思
ε
も
觀
念

ご
も
觀
想
ε
も

い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

瑜
伽
な
る
も
の
は
全
く
生
粹
の
印
度
も
の
で
あ
る
。
輝
く
印
度
か
我

力
に
殘
し
て
置
い
た
最
大
な
る
精

紳
的
財
産
の

叫
つ
で
あ
る
。

印
度
の
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土
地
は
こ
の
瑜
伽
の
花
を
険
か
せ
て
ゆ
く
の
に
は
す
べ
て
の
條
件
が
揃

つ
て
ゐ
た
。

私
は
此
處
で
す
べ
て
の
條
件
に

つ
い
て
語
つ
て
ゐ
る
餘

硲
が

な
い
。
私
は
唯

嚇
つ
の
大
條
件
を
述
べ
る
に
止
め
た
い
ミ
思
ふ
。

そ
れ
は
印
度
の
國

民
性
が
瑜
伽
な

る
【文
化
財
を
産
み
つ
け
た
の
で
あ

る
ε
い
ふ
t
　
"/)
で
あ
る
。

タ
ゴ
ー

ル
が
そ
の
高
著

「
生
の
實
覗
」
の
中
で
鏡
く
も
看
破
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
印
度
文
明
の
誕
生
は
森
林
の
中

で
始
ま

つ
て
ゐ
る
。
σ

か
も
こ
の
起
源
-こ
四
園
の
環
境
ε
は

叫
種
獨
特
の
文
化
財

「瑜
伽
」
を
作
り
上
け
た
譯
で
あ

る
。
環
境
は
人
を
産
み

入
は
文
化
財
を
創
造
す
る
。

『
法
華
經
」

(
譬
喩
品
)
に
「
三
界
は
安
き
こ
ご
な
し
、
獪
ほ
火
宅
の
如
し
」

ε
あ
る
か
、
こ
れ
は
决
し
て
譬
喩

で
は
な
い
。
印
度
は
實
に
火
宅
で
あ
る
。

印
度
の
氣
候
は
大
體
三
期
に
變
る
が
、
最
も
暑
い
の
は
、

三
,
四
、
五
、

六
月
で
あ
る
。
日
中
の

氣
温

は
吾
々
の
體
温
(華
氏
約

鳳
○
○
度
)
以
上
で
あ
る
か
ら
、
室
内
に
設
備
さ
れ
て
あ

る
扇
風
器
で
動
か
す
も
の
な

ら
、

そ
れ
は
熱
氣
を
途

る
ば

か
り
で
、
八
熟
地
獄
の
苦
痛
を
味
ふ
だ
け
の
こ
ε
で
あ
る
。

印
度
人
は
頭
に
木
綿
を
幾
重
に
も
捲
き
付
け
て
ゐ

る
が
、

そ
れ
は
日
光
を

遮

つ
て
却

つ
て
凉
し
い
か
ら
で
あ
る
。
窓
際
で
仕
事
で
も
し
て
ゐ
る
ご
日
射
病
に
罹

る
ほ
,ご
で
あ
る
。

そ
れ
で
日
中

は
戸
を
密
閉
し
て
熟
風

の
波
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

・こ
こ
ろ
が

日
沒
後
は
萬
物
蘇
生
の
時
で
あ
る
。
温
熱
は
急
に
降
り
、
微
風
吹
動
、
日
中
の
八
熱
八
苦
は
悉
く

洗
ひ
去
ら
れ
て
仕
舞
ふ
。

か
う
し
た
大
陸
的
氣
候
の
變
化
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
印
度
に
も
人
が
佳
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
大
陸
に
あ
の
青
々
、こ

し
て
四
方
八
方
に
思
ふ
存
分
手
を
旗
ぴ
た
や
う
な

バ
ン
ヤ
ン
の
樹
,
菩
提
樹
、

ゾ
ク
ラ
の
樹
、

ニ
ム
の
木
蔭
が
な
か

つ
た
な
ら
ば
行
客
は
勿

論
土
人
の
定
佐
を
も
容
す
ま

い
。
.從
つ
て
森
林
は
彼
等
印
度
人
に
ε
り
て
は
烈
日
猛
熱
を
避
く
る
隱
れ
瘍
で
あ
り
、

沈
忠
低
棡
の
樂
園
で
も

あ
る
。
日
本
で
寺
院
の
こ
ε
を
阿
蘭
若

(A
ran
y
ak
a)

ε
云
ひ
、
叉
何

々
山
こ
い
ふ
山
號
が
附
い
て
ゐ
る
が

、
元
來

は
森
林
の
こ
ε
で
、
昔

は
印
度
人
が
世
俗

の
生
活
を
終

へ
て
修
道
の
族

路
に
就
く
時
は
山

へ
這
入
つ
て
道
を
學
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
從

つ
て
太
古
の
印
度
に
は
今
日

の
吾

々
が
想
像
す

る
や
う
な
學
校
な
る
も
の
は
な
か
つ
た
。
唯
僅
か
に
リ
シ

(R
isi)
帥
ち
哲
人
た
ち
が

そ
れ
ん
丶

人

の
容
易
に
往
か
ぬ
叢
林

に
粗

末
な
草
庵
を
構

へ
て

}
人
か
二
人
位
の
學
生
を
相
手
に
師
資
相
承
の
教
義
を
傳
授
し
た
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
印
度
で
は
野
蠻
人
の

住
家

で
あ

つ
た
森
林
は
哲
人
た
ち
の
聖
殿
で
あ
り

囘
般
の
人
た
ち
に
は
理
想
郷
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
從
つ
て
入
山
學
道
そ
れ
自
身
を
高
尚
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な
清

ら
か
な
精
祕
修
養
法
・こ
見
做
す
風
習
を
生

ず
る
に
至
つ
た
の
も
决
し
て
偶
然
で
は
な
い
。

そ
の
後
、
森
林
が
漸
次
開
拓
さ
れ
て
田
畑
ざ

な
り
、
到
る
處
に
繁
華
な
都
會
が
出
來
て
も
、

印
度
人
の
心
情
は
依
然

ε
し
て
森
林
遁
世
の
單
純
生

活
に
於

け
る
威
嚴
を
喜
び
、

日
毎
の
冥

想
觀
念

に
自
ら
の
魂
を
養

ふ
た
も
の
で
あ

る
。

ま
こ
・こ
に
瑜
伽
は
印
度
の
國
民
性

に
根
ざ
し
た

吋
種
の
修
養
法
で
あ

る
ーこ
い
つ
て
よ
い
。
私

は
此
處
に
木
村
博
士
が
,
そ
の
高
著

「
印
度
六
派
哲
學
」
i

得
ら
れ
易
い
參
考
書
i

に
於
て
印
度
に
於
け
る
瑜
伽
成
立
の

喝
般
的
條
件

ぐ
」し

て
宗
教
的
方
面
・こ
哲
學
的
方
面
S
實

際
的
方
面
の
三
方
面
を
擧
け
て
居
ら
れ
る
こ
・こ
を
指

示
し
て
、
・私
の
論
明
の
足
り
な
い
點
を
補
つ

て
置
き
た
い
ミ
思
ふ
。

こ
こ
ろ
で
、
瑜
伽
そ
れ
自
ら
は
單
純
な
精
紳
修
養
法
で
あ
る
が
、

そ
れ
・こ
結
び
つ
く
哲

理
の
如
何
に
よ
つ
て
、
實

現
さ
る
べ
き
理
想
に
赧

逹
を
來

た
し
、
や
が
て
そ
の
實
踐
的
行
法
の
上
に
も
色

々
ε
差
別
が
生
じ
て
く
る
こ
マご

な
る
。

こ
の
傾
向
は
佛
教
に
於
て
特
に
著
し
い
や

う
に

思
は
れ
る
o

堵
て
、
佛
教
以
前
に
於
け
る
外
道
の
中
で
も
、
瑜
伽
派
は
元
ε
數
論
汲

(S
ank
hy
a)

ご
廁

吋
歡
系
に
屬
す
る
も
の
で
、
數
論

は
主
こ
し
て

理
論

を
論
き
、
瑜
伽
は
そ
の
實
踐
の
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
瑜
伽
派
に
は
色

々
な
坐
法
が
あ

つ
て
、
三
昧
に
入
る
の
手
段
ε
し

　

サ

て
あ

る
が
、
そ
の
方
法
の
中
で
も
、
天
主

(Isv
ara
)
を
念
す
る
の
が
、
最
も
捷
徑
で
叉
容
易
な
方
法
で
あ
る
ご
し
て
ゐ
る
。
佛
教
に
於
け
る

易
行
道
も
亦
た
こ

・
に
そ
の
端
緒
を
發
す
る
の
で
、
か
の
念
佛
三
昧
等
の
思
想
も
此
天
王
を
念
す
る
思
想
か
ら
暗

示
を
得
た
結

果
で
あ
る
。

S
こ
ろ
で
、
凡
そ
經

文
中
の
念
佛
ご
い
ふ
の
は
、

佛
を
觀
念
す
る
こ
ーこ
で
、
止
觀
の
作
用
で
あ
る
ご
云

つ
て
よ
い
。
彌
陀
淨
土
の
法
門
が
廣

く
世
間
に
行

は
れ
て
ゐ
る
今
日
で
は
、
念
佛
ご
云

へ
ば
誰
で
も
直
ぐ
稱
名
の
こ
マ:

承
知
し
て
了
ふ
が
、

元
來

こ
の
念
の
字
が
意
味
す
る
こ

こ
ろ
は
「
憶
念
す
る
」
ε
か

「
思
念
す
る
」
ざ
か
に
あ
る
の
で
、

か
く
解
釋
す
る
こ
ε
が

原
文
に
親
し
い
考

へ
な
の
で
あ
る
。
畢
寛
そ
の
所
謂

念

㈱
な

る
も
の
は
、
佛
を
觀
察
し
て
冖三
昧
に
入
る
の
手
段
ε
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
經
文
ば
か
り
で
な
く
、
印
度
で
は
多
く
坐
禪
の

善
巧
方
便
-こ
し
て
、
叉
は
三
昧
に
入
る
の
手
段
,こ
し
て
、
こ
の
念
沸
を
用
び
た
も
の
で
あ
る
。
支
那
に
於
け
る
念
佛
も
矢
張
り
坐
禪
の
方
法
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帥
ち
觀
念

の
念
佛
で
あ

る
ミ
云
つ
て
も
敢
え
て
差

つ
か
ゑ
は
な
い
。

か
の
天
台
大
師
は
そ
の

『
摩
詞
止
觀

亀
の
講
演
に
於
い
て
四
種
三
昧
の

法
を
論
述
さ
れ
て
ゐ
る
。
私
は
こ

・
で
此
四
種
三
昧
の
大
概
を
摘
ん
で
置
き
た
い
ぐ
」思
ふ
。

ま

つ
第

一
に
常
坐
三
昧
ε
は
、
又

叫
行
三
昧
ぐ
」も
云
ふ
て

靜
か
な
室
に
端
坐
し
て
す
べ
て
の
悪
覺
を
捨
て
亂
想
を

除
き
思
惟
を
雜

へ
す
、

何
物

で
も
よ
い

叫
心
に
法
界
を
念
じ
て
、

剛
切
法
是
れ
佛
法
な
り
ε
す
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
若
し
端
坐
し
て
ゐ
る
間
に
病
に
罹
り
叉
は
眠

む

く
な
れ
ば
、

一
佛
を
念
じ
て
加
護
を
求
む

る
の
で
あ

る
。
期
間
は
九
+
日
間
で
、
坐
禪
入
定
、
餘
事
を
斷
つ
ε
い

ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
隨

分
手
嚴
し
い
坐
禪
で
あ
る
。

第

二
に
常
行
三
昧

ミ
い
ふ
の
は
、
期
間
は
前
ε
同
樣
九
十
日
聞
で
、
身
は
禪
堂
に
坐
し
、
口
に
は
名
號
を
唱

へ
、

心
に
は
佛
身
を
觀
想
し

て
只
管
に
觀
想
稱
念
を
凝
ら
す
の
で
あ
る
。
か
く
す
れ
ば
定
中
に
佛
が
現
前
し
給

ふ
を
見
る
こ
ε
が

出
來

る
ε
い
ふ
の
で
あ

る
。
そ
れ

で
又

こ
れ
を
般
舟
三
昧
ε
い
ふ
こ
ミ
も
あ
る
。
般
舟

ε
い
ふ
の
は
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略̀
昔

譯
語
で
、
現
在
佛
前
住

叉
は
佛
立
の
意
味
で
、
行
者
の
定
中
に
於
て
諸
佛
が
現
前
し
て
立
ち
給

ふ
を

見
る
ε
い
ふ
の
で
あ

る
。

第
三
は
傘
行
孚
坐
三
昧
で
、
期
限
は

一
邇
間
の
瘍
合
も
あ
れ
ば

三
邇
間
ぶ
つ
逋
し
の
瘍
合
も
あ
る
や
う
で
あ
る
。

こ
の
三
昧
は
頌
文
を
誦

へ
つ

・
立
つ
て
百
二
十
遍
繞
堂
す
る
の
で
あ

つ
て
、
遲
か
ら
す
速
か
ら
す

輔
頌
を
誦

ふ
る
侮
に

一
廻
り
繞
堂
し

、
終

つ
て
端
坐
瞑
然
、
觀
法

を
凝
す
の
で
あ
る
。
經
文
を
誦

へ
つ

・
幾
度
も
く

立

つ
た
り
坐
つ
た
り
す
る
ε
い
ふ
の
で
、
こ
れ
を
傘
行
孚
坐

ε
い
ふ
の
で
あ

る
。

第

四
は
非
行
非
坐
三
昧
・こ
い
ふ
の
で
あ

る
。
以
上
の
三
昧
法
は
皆
坐
す
る
か
又
は
立
つ
か
で
あ
つ
た
が
、

こ
れ
は
何
時
で
も
隨
處
に
行
す

る
の
で
、
食
時
に
せ
よ
、
路
を
行
く
時
に
せ
よ
、

田
切
時

一
切
處
に
こ
の
止
觀
の
行
を
離
れ
ざ
る
を
い
ふ
の
で
あ

る
。

そ
れ
で
叉
隨
自
意
三

昧
ぐ
」も

い
つ
て
ゐ
る
。

要
す

る
に
、
こ
れ
等
の
四
種
三
昧
に
よ
つ
て
,
禪
定
三
昧
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
最
も
重
要
で
、

且
つ
容
易

な
の
は
佛
を
稱
念
し
觀

察
す

る
遣
り
方
で
あ
る
。
叉
ふ
り
返
つ
て
考

へ
て
み
れ
ば
、

こ
れ
等
四
種
の
分
類
も
畢
竟
身
儀
の
相
違
に
歸
著
す
る
や
う
な
話
で
、
括

つ
て
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み
れ
ば
念
佛
三
昧
の

一
を
出
で
な
い
。

く」
も
角
支
那
で
は
念
佛
三
昧
は
非
常

に
重
要
硯
さ
れ
尤
も
の
で
、

道
綽
禪
師
も
そ
の
著

『
安
樂
集
』

に
於
て

「
た
ε
へ
ば
、
人
あ
り
て
獅
子
の
筋
を
用
ひ
て
、
以
て
琴
絃
・こ
せ
ん
に
、
昔
聲
ひ
ε
に
び
奏
す
る
に
、

叫
切

の
餘
の
絃
悉
く
み
な
斷

壞
す

る
が
如
し
。
も
し
人
菩
提
心
の
中
に
念
佛
三
昧
を
行
す
れ
ば
、

叫
切
の
煩
惱
、

叫
切
の
諸
障
悉
く
み
な
斷
滅
す
。

(
中
略

な
ん
が
故

ぞ
能
く
爾
る
や
。
こ
の
念
佛
三
昧
は
部
ち
匙
れ

叫
切
の
三
昧
の
中
の
王
な
る
が
故
な
り
」
ε
云
つ
て
ゐ
る
。

わ
が
善

導
大
師
も
觀
念
觀
察
の

念
佛
ε
し
て
、
觀
法
に
關
し
て
は
詳
細
な
詭
明
が
あ
る
。
例

へ
ば

か
の

『
觀
念
法
門
」
に
明
す
・こ
こ
ろ
の

「
行
者
若
し
坐
せ
ん
ε
欲
せ
ば

、

先
づ
須
く

結
跏
趺
坐
す
べ
し
。
左
の
足
を
右
の
股
の
上
に
安
し
て
外
ε
齊
し
く
し
、

右
の
手
を
左
の
手
の
掌
中
に
安

し
て
二
大
指
の
面
を
相

合
は
せ
よ
。
次
に
端
身
正
坐
し
口
を
合

せ
眼
を
閉
ち
よ
、
開
す
る
に
似
て
開
せ
す
、
合
す
る
に
似
て
合
せ
ざ
れ
。
郎
ち
心
眼
を
以
て
佛
相
及

び
功
徳

を
觀
す
べ
し
。
」

の
如
き
は
蓋
し
そ
の

回
例
で
あ

る
。

こ
れ
は
確

か
に

一
種
の
坐
禪
法
で
あ
る
。
た

璽
そ
の
所
觀
の
對
象
を
佛

ご
し

て
念
佛
す
る
點
か
他
ε
違
ふ
だ
け
で
あ

る
。
そ
れ
で
,
繰
り
返

へ
す
や
う
だ
が
、
.支
那
に
於
け
る
念
佛
は
ま
つ
止
觀
の
行
ご
見
て
差

つ
か
え

が
な
い
の
で
あ

る
。
け
れ
S
も
、
わ
が
善
導
大
師

の
止
揚
す
る
念
佛
ま

で
も

觀
念
の
念
佛
だ
、こ
决
め
込
ん
で
仕
舞

つ
て
は
誤
弊
が
あ
る
。
善

導
大
師

は
飽
く
ま
で
も
忠
實
な
る
本
願
の
使
徒
で
あ

つ
た
。

大
師
は
古
今
楷
定
ε
い
ふ
偉
大
な
立
瘍
か
ら
第
十
八
願

の

「
乃
至
十
念
」
を
憶

念
こ
か
觀
念

ご
か
い
ふ
意
味
に
讀
過
せ
す
に

+
聲
稱
佛
の
意
に
讀
み
直
し
た
宗
教
改
革
者
で
あ

つ
た
。

そ
れ
は

『
往
生
禮
讃
」
に
、
第
十

八

願
の
文
を
書
き
換

へ
て

「
若
我
成
レ佛

、
+
方
衆

生
、
稱
一一我
名
號
一
下
至
二
十
聲
一
若
不
レ生
者
、
不
レ取
一一正
覺
殉
彼
佛
今

現
在
レ
世
成
佛
、當
レ知

本
誓
願
不
レ處
、
衆
生
稱
念
、
必
得
二往
生
⑩」
ε
記
し
、

『
觀
念
法
門
』
に
も
、
「
若
我
成
佛
、
十
方
衆
生
、
願
レ生
二我
國
一
下
至

一+
聲
一
乘

佛

本
願
一
若
不
レ生
者
不
レ取
二
正
覺

し

ε
獨
自
の
見
識
で
稱
名
正
因
説
の
た
め
に

思
ひ
切
つ
た
鐵
案
を
提
唱
せ
ら
れ
た
點
を
眺
め
て
も
明
自
な

話
で
あ

る
。
か
う
し
た
稱
名
正
因
説
を
裏
付
け
る
證
文
を

大
師
の
著
述
の
中
か
ら
拾
つ
て
ゆ
け
ば
數
隈
り
も
な
い
が

、
今
は
そ
の
必
要
も
な

い
で
あ

ら
う
。
け
れ
さ
も
、

わ
が
大
師
が
稱
名
を
以
て
本
願
正
因
の
正
定
業
ε
し
、
隨

つ
て
觀
察
等
を
助
業
ε
判
じ
て
、
之
を
助
正
關
係
に

規
定
さ

れ
た
こ
ご
は
、
恐

ら
く
印
度
並
に
支
那
に
於
け
る
瑜
伽
觀
行
の
發
達
興
隆
か
ら
來

る
因
襲
傳
統
の
カ
が

未
だ
十
分
に
淌
え
き
ら
ぬ
も
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の
ε
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ

・
に
な
る
ε
、
わ
が
宗
組
法
然
上
人
の
所
謂

「
近
來

の
行
入
觀
法
を
な
す
こ
ご
勿
れ
」

の
選
擇

の
メ
ス
は
鋭
い
。

三

一一52-一

淨
土
行
者
の
實
踐
行
爲
く」し
て
の

一
つ
の
分
類
に
定
散

こ
善
か
あ

る
。
郎
ち

『
觀
經
』
の
中
に
詭
か
れ
た
極
樂
の

依
(
非
入
格
的
)
正
(人

格
的
)
二
報
を
觀
察
す

る
十
三
觀
の
宗
教
的
行
爲
が
定
善
で
あ
り
、
同
じ

『觀
經
』
に
説
く

ご
こ
ろ
の
三
幅
九
品
の

淨
土
の
行
人
が
履
修
す

る
善
根
が
散
善
な
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
こ

・
で
私
が
取
扱
つ
て
ゐ
る

「
定
善
義
」
な
る
も
の
は
、
觀
經
所
詭
の
極
樂

の
依
正
二
報
を
觀
察
す

る
十
三
觀
に
對
す
る
大
師
獨
自

の
識
見
よ
り
成
る
解
詭
で
あ
る
こ
ざ
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

從
つ
て
,
私
に
課
せ
ら
れ
た
る

「
定
善
義
を
逋

じ
て
見

た
る
善
導
大
師
」
の
學
的
巡
禮

の
旅
路
は
ま
だ
く

遠
い
。
族
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
あ

る
。

 さ
て
、
そ
の
所
謂
定
善
、こ
は
息
慮
凝
心
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
そ
の
凝
心
の
封
象
は
極
樂

の
依
正
二
報
で
あ
る
。
こ
の
極
樂
の
依
正
二
報

に
就
い
て
は
拙
著

騨阿
彌
陀
經
十
講
』

に
於
て
多
く
を
語
つ
た
の
で
、
こ

・
で
は
そ
の
重
複
を
避
け
た
い
ご
思
ふ
が

、
そ
の
所
謂
正
報
ミ
い

ふ
の
は
極
樂
の
圭
で
あ
る
阿
彌
陀
佛
並
に
樂
土
の
人

々
の
こ
・こ
で
、
今
日
の
言
葉
で
は
人
格
體
ε
で
も
云

ふ
べ
き

で
,

依
報
の
依
は
依
屬

-こ

熟
字
さ

れ
て
、
正
報
に
依
屡
す
る
も
の
、

郎
ち
非
人
格
體
の
こ
ご
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
觀
察
の
順
序
ε
し
て
は
、
正
報
が
+エ
で
、
依
報
が
從

で
あ

る
限
り
、
正
報
を
先
き
に
し
、

依
報
を
後
に
す
べ
き
で
あ

る
が
、
正
報
を
正
報
そ
の
も
の
に
就
て
理
解
す
る
こ
,こ
は
容
易
で
な
い
に
し

て
も
、

そ
の
環
境
周
園

(
依
報
)
の
理
解
は
其
正
報
を
理
解
す
る
上
に
多
大
の
便
宜
が
あ
る
。
况
し
て
佛
は
最
奪
第

刷
で
、
唯
佛
與
佛
の
尊

い
高

い
領
域
で
あ

る
か
ら
。
容
易
に
吾
々
の
觀
察
を
許
さ
な
い
。
た

璽
僅
に
そ
の
環
境
周
園
を
逋
じ
て
始
め
て
觀
察

の
手
が

・
り
を
得
る
譯

で
あ

る
。
そ
れ
で
觀
察
の
順
序
-こ
し
て
は

依
報
を
先
き
に
す
る
ε
い
ふ
こ
ε
が

、
い
つ
の
塲
合
で
も
,

叫
つ
の
原
則

・こ
な
つ
て
ゐ
る
。



四

さ

て
、
定
善
+
三
觀
の
筆
頭

は
臼
想
觀
で
あ
る
。
東
西
南
北
四
維
、
晝
夜
明
暗
、

さ
て
は
四
季
の
交
代
等

こ
の
世
に
於
け
る
す
べ
て
の
中

心
は
太
陽
で
あ
る
。
太
陽
が
赫

々
・こ
し
て
養
天
に
輝
く
や
、
啻
に
光
明
温
熱
を
與

へ
る
ば
か
り
で
な
く
、
叉
萬
物
に
生
命
を
與

へ
る
。
古
代

の
印
度
人
が
こ
れ
を
算
崇
し
た
の
も
洵
に
理
由
あ

る
こ
ε
で
あ
る
。

太
陽
崇
拜
は
單
に
古
代
ば
か
り
で
は
な
く
、
多
く
の
世
紀
に
亘
つ
て
續

け
ら
れ
、
現
代
に
も
及
ん
で
ゐ
る
。

わ
が

マ
ク
ス
ミ
ユ
ラ
ー
歡
授
は
、
太
陽
紳
が
漸
次
に
發
逹
し
て
、
最
上
位
に
進
ん
だ
經
路
を
極
め
て
明

確
に
書
き
殘
し
て
ゐ
る
。1

「
最
初
は
單
に
太
陽
の
光
ε
し
て
眺
め
て
ゐ
た
も
の
が
、

朝
毎
に
人
を
眠
か
ら
醒
ま
さ
せ
る
光
に
氣
づ
き
、
更

に
人
類
の
み
な
ら
す
、
全
自
然
界
に
ま
で
も
新
生
命
を
與

へ
る
も
の
だ
感
ぜ
ら
れ
、
や
が
て
彼
等
は
こ
れ
を

「
日
々
の
生
命
の
賦
與
者
」
、こ

呼
ん
だ
。
更
に
進
ん
で
は
、
彼

は
日
々
の
光
ε
生
命
の
賦
與
者
た
る
に
止
ま
ら
す
、

唱
股
に
光
ε
生
命
ε
を
供
給
す

る
者
-こ
せ
ら
る

・
に
至

つ
た
。
今
日
、
光
・こ
生
命
ε
を
賦
與
す
る
彼
は
、
創
造
の
日
に
於
て
、
光
ε
生
命
ε
を
賦
與
せ
し
も
の
・・こ

つ
で
あ
る
。

光
は

吋
日
の
初
め

で
あ
る
に
止
ら
な
い
で
、
叉
創
造
の
初
め
で
あ

つ
た
。

か
く
し
て
單
に
光
S
生
命
ε
の
賦
與
者
で
あ
つ
た
太
陽
は
、

創
造
者
・こ
な
り
、
や
が

て
叉
全

世
界
の
支
配
者

・こ
な
る
に
至
つ
た
。

第
三
の
階
段
に
及
ん
で
は
、
太
陽
は
夜
の
恐
し
き
闇
黒
を
驪
逐
し
、
又

土
地
を
豐
饒
な
ら
し
め

る
ε
い

ふ
ε
こ
ろ
か
ら
、
す
べ
て
の
生
物
の
擁
護
者
で
あ
り
親
切
な
保
護
者
で
あ

る
・こ
考
へ
ら
れ
た
。
更
に
第
四
の
階
段
に
至

つ
て
は
、
太

陽
は
す

べ
て
を
見
、
す

べ
て
を
知

る
・こ
い
ふ
・こ
こ
か
ら
、
人

は
太
陽
の
み
が
知

る
・こ
こ
ろ
の
罪
業
に
つ
い
て
寛
恕
を

乞
ふ
べ
く
所
濤
を
捧
ぐ

る
に
至

つ
た
。
L

或
る
確
か
な
傳
説
は

「
ア
ク
バ
ル
大
帝

は
、

マ
ホ
メ
ッ
ト
教
徒
で
は
あ

つ
た
が

、
太
陽
崇
拜
の
或
る
特
殊
の
形
式
を
そ
の
領
土
内
に
弘
め

毎

日
四
回
帥
ち
朝
、
正
午
、
夕
景
、
中
夜
に
太
陽
を
尊
信
す
べ
き
こ
マ」を
其
臣
民
に
命
令
し
た
。」

ε
語
つ
て
ゐ
る
し
、
今
で
も
敬
虔

な
る

ヒ
ン
ヅ
ー
は
、
陽
光
の
東
天
に
輝
く
や
、
片
脚
で
立
ち
、
東
面
し
て
、
吠
陀
中
の
最
も
赫
聖
な
る
讃
歌

ガ
ー
ヤ
ト

.̂
-
-
(G
�
y
atri)
を
誦
す
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る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、

こ
の
太
陽
崇
拜
な
る
も
の
は
、
わ
が

『
觀
無
量
壽
經
』

の
日
想
觀
ε
も
密
接
な
關
係
が
あ

る
こ
ε
工
思
は
れ
る
。

太
陽
崇
拜
も
日
想
觀
も
、
そ

の
宗
教
的
意
識
内
容
の
高
下
は
・こ
も
角
、

こ
の
世
の
日
輪
を
讃
美
し
或
は
觀
す
る
點
に
於
て
は

一
つ
で
あ
る
。

帥
ち
觀
經
に
は

「
「
切
衆
生
、
生
盲
に
非
ざ
る
よ
り
は
、
目
あ

る
の
徒
、
皆
日
の
沒
す
る
を
見
よ
」

ε
詭
き
、
更
に

進
ん
で

「
ま
さ
に
想
念

を
起
こ
し
て
正
坐
し
て
西
に
向
ひ
、
諦
か
に
日
を
觀
す
べ
し
。

心
を
し
て
堅
住
し
想
を
專
に
し
て
移
さ

讐
ら
し
め
て
、

日
の
沒
せ
む
ε
欲
し

て
,
か
た
ち
懸
皷

(周
代
樂
器
の
名
)
の
こ
ε
く
な
る
を
見
よ
。」

ε
教

へ
て
ゐ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
日
觀
は
假
觀
で
、
直
接
極
樂
の
こ
・こ
で
は
な
い
が
、

こ
れ
は
畢
竟
方
處
ご
業
障
ε
光
明

ε
を
識
知

せ
ん
が
た
め
で
あ
る
・こ

い
ふ
の
が
、
わ
が
善
導
大
師
の
御
指
南
で
あ
る
。

師
ち
極
樂

の
方
處
が

西
方
で
あ
る
こ
ーこ
を
知
ら
し
め
る
の
が

日
を
觀
す
る
第

判
の
所
詮
な

の
で
あ

る
。
そ
れ
で
時
期
も
冬
夏
の
兩
時
を
取
ら
な
い
で
、
唯
春
秋
二
季
の
,
し
か
も
日
が
正
東
よ
り
出
て
直
西
に
沒
す
る
の
時
を
擇
ぶ
譯

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で
あ
る
。
大
阪
の

鳳
心
寺
で
は
今
で
も
春
秋

二
季
の
彼
岸
に
は
日
想
觀
・こ
い
ふ
特
殊
の
宗
教
的
行
事
を
嚴
修
し
て
ゐ

る
。

あ
り
に
し

噸
心
寺

あ
ら
は
か

は
荒
陵

の
新
別
所
嘱こ
云
つ
て
、
僅
か
に
四
間
四
面
の

一
小
庵
に
遒
ぎ
な
か
つ
た
が
,
そ
の
草
庵
は
幸
に
西
に
展
け
、

眺
望
は
蓮
く
大
阪
灣
に

擴
が
り
、
ま
こ
ε
に
日
觀
相
應
の
道
瘍
で
あ

つ
た

ーこ
こ
ろ
か
ら
、

後
白
河
法
皇
も
態

々
こ
の
草
庵
に
臨
幸
せ
ら
れ
,

法
然
上
人

・こ
共
に
親
し

く
日
想
觀
を
嚴
修
せ
ら
れ
た
も
の

・
や
う
で
あ

る
。

「難
波
潟
入
に
し

日
を

も
な
が

む
れ
ば
、
よ
し
あ
し
ε
も
に
南
無
阿
彌
陀
佛
」
ー

こ

れ
は
、
そ
の
時
の
法
皇
の
御
製
だ
ε
傅

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
併
し
、

後
白
河
法
皇
が
法
然
上
人
・こ
共
に
荒
陵
の
新
別
所
で
日
想
觀
を
修

せ
ら

れ
,　
°/lい
ふ
こ
ーこ
は
、
單
な
る

閥
心
寺
誌
、こ
し
て
は
・こ
も
角
、

史
實
、こ
し
て
は
無
論
再
考
三
考
の
餘
地
の
あ
る
こ
,こ
は
斷

つ
て
置
く
必
要
が

あ
る
。
)

次
に

旧
を
觀
す
る
第
二
の
所
詮
は
衆
生
を
し
て
自
ら
の
業
障
を
知
ら
し
む
る
に
あ
る
。

そ
の
業
障
の
輕
重
を
類
別
し
て
次

の
三
項
目
を
立

て
た
。

郎
ち
(
N
)黒
障

(
二
)
黄
障
(三
)
白
障
-こ
で
あ
る
。
黒
障

-こ
は
獪
ほ
黒
雲
の
日
を
障

ふ
る
が
如
く
で
あ
り
、
黄

障
-こ
は
獪
ほ
黄
雲
の
日

を
障
ふ
る
が
如
く
で
あ
り
、

白
障

ε
は
獪
ほ
白
雲
の
日
を
障
ふ
る
が
如
き
を

い
ふ
の
で
あ

る
。

そ
れ
で
懺
悔
の
い
、こ
な
み
を
修
し
て
滅
罪
の
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-こ
・こ
を
行

へ
ーこ
い
ふ
の
で
あ
る
。
古
代
印
度

文
學
で
は

剛
般
に
日
を
覆
ふ
雲

は
惡
魔

ご
し
て
描
か
れ
て
ゐ
る
。
ス
ヴ
ア

ル
バ
ー
ヌ
(Sv
arbh
au
u)

な
る
悪
魔
は
暗
黒
を
以
て
太
陽
を
蝕
す
ーこ
云
は
れ
る
。
後
世
の
梵

語
文
學
に
於
け
る
ラ
ー

フ

(R
ah
u)

は
彼
を
繼
承

せ
る
も
の
で
、
彼
は
太

陽
叉

は
月
を
呑
下
し
て
蝕
を
起
す
も
の
、こ
さ
れ
て
ゐ
る
。
墨
よ
り
も
黒
い
雨
雲
が
室
を
蔽
ふ
た
時
は
云
は
す
も
が
な
,

淨
雲
す
ら
も
目
を
蔽

ふ
が

や
う
に
、
吾

々
も
亦
か
う
し
た
業
障
の
雲
に
遮
ぎ
ら
れ
て
ゐ
る
が
た
め
に
、
所
觀
の
境
を
障
蔽
し
て
、
心
を
し

て
明
昭
な
ら
し
め
る
こ

ε
が

出
來
ぬ
ーこ
い
ふ
の
で
あ
る
。
ま
こ
ε
に
修
道
の
指
針
ε
し
て
は
申
分
が

な
い
。

終

り
に
、
日
を
觀
す
る
第
三
の
所
詮
は
、
彌
陀
佛
國
の
莊
嚴
の
種

々
相
に
は
皆
光
明
が
あ
つ
て
、

内
外
照
耀
す
る
も
の
な
る
こ
ε
を
知
ら

し
め
ん
ε
す
る
に
あ
る
。

噌
體
、
こ
の
光
明
の
思
想
は
印
度
で
は

古
く
吠
陀
の
中
に
既
に
こ
れ
を
認
め
る
こ
ε
が
出
來

る
の
で
.
ウ
バ
ニ
シ

ヤ
ツ
ド
時
代
に
は
,
本
體

ア
ー
ト
h
,!

(ﾂ
tm
an
)
を
積
極
的
に
表

示
す
る
瘍
合
な
さ
は
、
好
ん
で
こ
の
光
明
の

思
想
を
持
ち
出
し
、
ア
ー

ト
マ

ン
を
ば
直
ち
に
光
明
ε
説
い
た
ε
こ
ろ
も
あ
る
。
或
は
こ
れ
を

「
光
中
の
光
」

(
ブ
リ
ハ
ド
ァ
ー
ラ
ヌ
ヤ
カ
四
、
四

一
、
六
)
な
り
ε
云

び
、
或

は
こ
れ
を

「
眞
實
の
光
」

(同
,
五
六
、
一
)

ε
詭
き
、
或
は

「
最
高
の
光
」

(
チ
ヤ
ー
ン
ド
ー
ギ
ヤ
、
八
、
=
一、
二
)

「
常
住
の
光
」

(同
、
八
、
四
、
二
)

な
汐
主
諡
い
て
ゐ
る
。
殊
に
カ
ー
タ
カ
、
二
、
五
、

一
四
に
は

「
そ
こ
に
は
日
も
な
く
、
月
も
な

く
、
星
も
な
し
。
天
に

電
光

な
く
、
地
に
火
光
な
く
、
た

穿
彼
れ
は
獨
り
輝
け
り
。

「
切
は
彼
れ
に
由
り
て
そ
の
光
を
受
く
。
」

ミ
詭
破
し
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
次

第
で
あ
る
か
ら
、
古
代
印
度
文
學
に
顯
は
れ
た
る
光
明
の
思
想
は
、

思
ふ
に
佛
教
の
光
明
思
想

の
淵
源
で
あ
る
ε
考

へ
て
も
恐
ら
く
不
都
合

は
な
い
で
あ
ら
う
。

わ
が
佛
教
に
於
て
佛
陀
が
直
ち
に
光
明
に
喩

へ
ら
れ
て
ゐ
る
證
文
は
餘
り
に
多
い
。
例

へ
ば
,

『
堆

肉
阿
含
經
」
(
第
十

八
)
の
中
に

「
衆
星
月
爲
・上
、
光
明
日
爲
レ先
、

八
方
上
下
.中
、
世
界
之
所
・載
、
天
及
世
人
民
、

如
來
最
爲
レ鐘

-こ
云
ひ
、
同
じ
く

『
長

阿
含
經

跏
(
第
十
六
)
に
も

「
星
中
月
爲
レ上
、
光
明
日
爲
レ
上
、
上
下
及
四
方
、
諸
有
所
生
物
、
天
及
世
間
人
、
唯
佛

爲
二
最
上

喟」
さ
あ

る
が

如
き

は
、
郎
ち
佛
陀
を
日
月
に
喩

へ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
『
五
分
律
」
(
第
二
+
)
に
は
「
觀
=佛
身
光
耀
一
如
三
日
麗

於

天
一叉
如
二
月
盛
満
一

昇
レ容
無

一雲
翳
一世
尊
光
明
身
、
灼
々
復
踰
レ此
」

ぐ】
云
ひ
、
更

に

『
正
撮
念
經

網
(
第

「
)
に
は
、
「
如
來
自
光
・網
餤

如
二
叢
日
・
明
一
如
二夜
中
,
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月

し

ε
あ

る
。
郎
ち
こ
れ
も
亦
佛
を
日
月
に
擬
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
佛
報
恩
經
』
に
は

「
日
月
光
、
校
一一帝

釋
光
一如
=
聚
墨
一大
梵
光
較
二

如
來

光
一亦
如
二
聚
墨
ご

～、・云
ひ
、
『
大
般
若
經
』
(第
四
百
九
+
八
)
に
は

「
佛
光
蔽
二
天
光
轡如
三
秋
,滿
月
映
=奪
衆

星
巴

'-こ
詭
い
て
佛
光

、こ

日
月
光

ご
を
封
比
し
て
、
そ
の
超
日
月
光
で
あ
る
こ
・こ
を
高
調
し
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
類
例
は
數
限
り
も
な
い
が
、
『
無
量
壽
經

』
は
特

に
+

二
光
佛
を
説
い
て
,
彌
陀
の
光
明
を
其
徳
用
か
ら
考

へ
て
十
二
種
に
分
け
る
。

『
觀
無
量
壽
經
』
も
亦
彌
陀
佛
身
の
光
明
を
詭
い
て
餘
す
ーこ

こ
ろ
が
な
い
が
、
殊
に
そ
の
日
想
觀
か
ら
始
ま

る
十
六
觀
の
次
第
を
考

へ
て
み
る
ε
、
彌
陀
の
光
明
亡
太
陽
、こ
の
間
に
は
重
要
な
る
關
係
が

潜
ん

で
ゐ
る
こ
ε
を
想
は
し
め
な
い
譯
に
は
ゆ
か
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
れ
、
わ
が
善
導
大
師
が

日
を
觀
す
る
は
、

畢
竟
佛
身
佛
土
の
光
明
を

識
知

せ
し
め
ん
が
た
め
に
外
な
ら
な
い
ε
教

へ
た
所
以
で
あ
ら
う
。

,、」
こ
ろ
で
、
凡
そ
觀
を
作
す
た
め
に
は
、
ま
つ
修
觀
の
方
法
が
あ
る
。

そ
の
方
法
は
大
鵑
は

一
般
佛
教
に
設
く
止
觀

伝
に
嫁
る
も
の
で
あ

る
が

、
今
は
讀
者
の
た
め
に
善
導
大
師
が
提

示
さ
れ
た
も
の
を
こ

・
に
摘
記
す
る
。
瓦

そ
觀
を
作
さ
ん
ε
す

る
も
の
は
先
づ
威
儀
を
整

へ
跏

趺
正
坐
す
べ
き
で
あ
る
。
謂
ゆ
る
跏
趺

正
坐
-こ
は
右
の
脚
を
左
の
手
の
上
に
著
け
て
外
、こ
齊
し
く
し
.

叉
左
の
足
を

右
の
手
の
上
に
置
い
て

外
ε
齊
し
く
し
,
左
の
手
を
右
の
手
の
上
に
置

い
て
身
醴
を
眞
直
に
す
る
。
そ
し
て
口
を
合
せ
、
齒

は
相
近
づ
け
し
め
す
、
舌
は
上
顎
を
柱

へ
て

,
咽
喉
や
鼻
中
の
氣
道
の
宣
逋
を
よ
か
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。

か
く
身
心
の
整
調
が
出
來
た
上
で
、

ま
つ
わ
が

身
の
四
大
を
觀
じ
て
心

を
塞
な
ら
し
め
、
し
か
る
後
、
徐

々
に

心
を
轉
じ
て
日
輪
を
觀
す
る
や
う
に
進
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

先
に
も
斷
つ
て
置

い
た
逋
り

『
觀
經
』

の
文
相
、
導
師
の
細
釋
の
講
述
は
今
の
私
の
目
的
で
は
な
い
が
,

思
惟
正

受
、こ
い
ふ
こ
ぐご

觀
の

邪
正
ε
い
ふ
こ
ε
だ
け
は
數
行
で
も
書
き
添

へ
て
置
き
た
い
ざ
思
ふ
。

『
觀
經
』

を
讀
ま
れ
た
方
は
誰
も
が
御
承
知
の
こ
ご

・
思
ふ
が
、
そ
の
中
に

「
閉
目
開
目
」
ミ
い
ふ
言
葉
か
あ
る
。
物
を
考

へ
る
時
は
目

を
閉

ぢ
る
。
そ
し
て
眞
に
た

虻
心
だ
け
の
働
き
に
な
る
。

こ
れ
は

「
つ
の
觀
察
で
あ
り
、

哨
つ
の
忠
惟
で
あ
る
。

善
導
大
師
も
思
惟
は
正
し

く
觀
察
の
初
期
駄
態
だ
ε
斷
定
し
て
居
ら
れ
る
。

け
れ
曹
も
、
思
惟
の
世
界
で
は
倫
ほ
對
境
を

了
々
分
明
に
見
る
こ

ε
が
出
來
な
い
。
そ
れ
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で
こ
の
思
惟
の
見
は
ま
た
想
見
ミ
も
呼
ば
れ
る
。
ε
こ
ろ
で
、
肉
眼

を
閉
ぢ
て
、

思
惟
の
眼
で
、
觀
念
の
力
で
、
心
の
眼

を
開

い
た
ε
こ
ろ

が
開
目

で
あ
る
。
こ
れ
が

触
つ
の
正
受
で
あ
る
。

帥
ち
心
を

N
境
に
把
佳
し
て
正
し
く
三
昧
に
入
り
、
所
觀
の
麌
が
了
然

ε
し
て
現
前
す
る

ε
こ
ろ
が

、
正
受
の
見
で
あ
り
、
正
受
の
位
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
を
觀
成
の
相
ご
名
け
る
。

次
に

觀
の
邪
正
こ
い
ふ
こ
ε
が
あ
る
。

云
ひ
換

へ
れ
ば
正
觀
ε
邪
觀
ご
が
あ
る
。

日
を
觀
す
る
瘍
合
に
,
日
を
見

る
ε
心
麌
が
う
ま
く
相

應
す
る
か
ら
正
觀
ご
名
け
る
。
若
し
夂
日
を
觀
す
る
瘍
合
に
、
日
を
見
な
い
で
、

餘
り
雜
境
な
rjlを
見
て
居
れ
ば

心
境
は
冷
然
相
應
し
な

い

そ
れ
で
こ
れ
を
邪
觀
ε
名
け
る
。
か
う
し
た
觀
の
邪
正
は
、
た
こ
ひ
文
相
の
具
略
不
同
が
あ
る
に
せ
よ
、

}
々
の
觀

に
逋
用
す

る
こ
ε
は
斷

る
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。

彼
岸

の
頃
、
太
陽
の
正
西
に
沒
す
る
の
時
,

そ
の
日
輪
の
懸
皷
の
如
く
な
る
を
觀
察
し
て
、
彌
陀
佛
國
の
方
處
を
思
ひ
,
さ
て
は
自
ら
の

業
障
に
氣
づ
き
、
そ
し
て
光
明
赫

々
た
る
淨
土
を
思
慕
し
た
も
の
は
、

更
に
靜
か
な
る
水
の
清
徹
坦
然
た
る
を
觀
て
、
極
樂
の
大
地
の
軍
坦

清
徹
な

る
を
觀
ぜ
よ
ε

「觀
經
』
は
詭
い
て
ゐ
る
。

こ
れ
が
第

二
の
水
想
觀
で
あ
る
。
水
觀

ご
は
い
ふ
も
の

・
、
實

は
水
S
冰
・こ
瑠
璃
ご
觀

す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
三
種
轉
觀
こ
も
名
づ
け
る
。
'

ざ
こ
ろ
で
、
こ
の
第

二
水
想
觀
も
叉
假
觀
で
あ
る
が
、
日
想
觀
の
如
く
十
二
觀
に
通
ぜ
す
、

た

穿
第
三
寳
地
觀
に
係
る
假
觀
で
あ

る
こ
ε

は
心
得
て
置
く
必
要
が
あ
る
。

五

わ
が
善
導
大
師
は
そ
の

『
玄
義
分
』

の
始
め
に
、
極
樂
の
莊
嚴
を
論
述
し
類
別
し
て
次

の
三
種
莊
嚴
ε
せ
ら
れ
た
。

郎
ち
(
叫
)
地
下
莊
嚴

(
二
)地

上
莊
嚴
(
三
)虚
室
莊
嚴

ε
で
あ
る
。

地
下
の
莊
嚴
ε
は
瑠
璃
地
の
映
徹
相
柔
輹
相
な
さ
の
妙
相
を
指
す
の
で
あ
り
、
地
上
莊
嚴
ε
は

一
切
の
寳
地
、
寶
池
、
寳
林
、
寳
樓
、
寳

閣
,
宮
殿
な

さ
の
諸
相
で
あ
る
。
虚
塞
莊
嚴
ご
は

唖
切
の
變
化
の
寳
宮
、
寳
華
、
寳
網
、
寳
雲
,
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化
鳥
並
に
聲
樂
等
の
如
き
相
を
現
す
る
こ
、こ
が
そ
れ
で
あ
る
。

ガ
く
の
如
き
三
種
莊
嚴
が
極
樂
の
淨
刹
で
あ

る
が
、
導
師
は
こ
の
莊
嚴
に
就

て
,「
玄
義
分
』
に
「
如
レ前
雖
レ有
二
三
種
.差

別
一皆
是
彌
陀
淨
國
ノ
無
漏

眞
實
.之
勝
相
ナ
,」
S
釋
し
て
居
ら
れ
る
。

こ
れ
極
樂
莊
嚴
の
諸
相

は

わ
ざ

い
つ
れ
も
無
漏
眞
實
の
力
の
上
に
成
就
し

建
設
さ
れ
た
も
の
で

一
ε
し
て
人
間
業
の
所
産
で
は
な

い
、こ
い
ふ
意
味
で
あ
る
。

云
ひ
換

へ
れ
ば

極
樂
の
赫
莊
嚴

は
い
つ
れ
も
衆
縁
相
應
、
縁
起
無
我
、
爲
物
利
他
の
無
漏
虞
實
の
相
な
ら
ざ
る
は
な
い
ε
い
ふ
の
で
あ
る
。

か
う
し
た
無
漏

眞
實
の
力
の
上
に
建
設
さ
れ
た
淨
土
の
觀
照
に
は
餘
程
の
準
傭
が
用
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
少
く
ε
も
能
觀
者
の
胸
に
無
我

の
心
が
湧

い
て

居
ね
ば
到
底
駄
目
な
話
で
あ

る
。
し
か
し
、

「
杓
の
水
,

剛
枚
の
紙
の
間
に
天
地
御
代
の
御
恵
が
讀
め
、

如
來
の
大

慈
悲
が
解
る
や
う
に
な

つ
て
く
れ
ば
、
分
に
隨

つ
て
極
樂
の
莊
嚴
相

も
漸
次
了
得
す

る
こ
ε
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

こ

・
で
、
私
は
順
を
追
ふ
て
第
三
寳
地
觀
、
第
四
寳
樹
觀
、
第
五
寳
樹
觀
、
第
六
寳
樹
觀
の

N
々
に
就
て
も
倚
ほ
い
く
ら
か
を
語
る
べ
き

で
は
あ

る
が
、
既
に
拙
者

『
阿
彌
陀
經
十
講
』
に
於
て
そ
の
多
く
を

語
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
こ

・
で
は
重
復
を
避

け
た
い
ご
思

ふ
。
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六

こ

・
に
は
、
第
七
華
座
觀
、
第

八
像
想
觀
、
第
九
眞
身
觀
Σ
次
第
し
て
私
を
待

つ
て
ゐ
る
。

善
導
大
師
は
そ
の

『
定
善
義
』
に
於

て
、
第

七
、
第

八
、
第
九
の
三
種
觀
に
依
つ
て
彌
陀
佛
の
曾
體
觀
察
を
説

い
て
居
ら
れ
る
。
帥
ち
第
七
華
座
觀
ー

七
寳
の
蓮
臺
、
第
八
像
想
觀
ー

こ
菩
薩
を
件

ふ
彌
陀
の
御
姿
、
第
九
眞
身
觀
f

正
し
く
彌
陀
の
報
身
の
廣
大
な
る
御
相
好
の
三
種
を
觀
す
る
こ
ε
で
あ
る
。

そ
の

『觀

念

法
門
』

に
於
て
は
、

特
に
眞
身
觀
を
主
S
し
て
、

『
股
舟
三
昧
經
』
所
説
の
形
式
に
糠
つ
て
觀
察
の
樣
式
を
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
こ
ε
は
念
頭

に
置

く
必
要
が
あ
る
。

善
導
大
師
の
御
指
圖
に
依
る
さ
、

「
依
報
(
極
樂
の
莊
嚴
)
の
中
に
も
通
別
の
二
種
が
あ
る
。

華
座
の

嚇
觀

は
そ
の
別
で
あ

る
。
そ
れ
は
唯

彌
陀

「
佛
に
局
限
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
。」

Σ
あ
る
。
帥
ち
こ
の
華
座
は
彼
土
の
教
圭
彌
陀
佛
所
坐
の
蓮
華
で
あ
り
、

そ
の
所
在
は
言
ふ
ま
で



も
な
く
極
樂
の
中
心
で
あ
る
。
「
彌
陀
化
主
心
に
當
り
坐
て
す
、
華
臺
獨
り
遖
か
に
し
て
最
も
精
、こ
な
す
」
1

こ
の

『
法
事
讃
』

の
言
葉
は

實
に
華
座
を
論
明
す
る
た
め
の
玉
條
で
あ
る
。

.　

私
は

第
七
華
座
觀
の
條
下
に
於
て

「
住
立
の
三
.尊
」

ε
い
ふ
重
要
な
る
思
想
に
當
面
す
る
。
そ
れ
は
釋
象
が
阿
難

並
に
韋
提
希
に
對
し
、

「藤
田
に
今
汝
等
が
た
め
に
苦
惱
を
除
く
法
を
分
別
し
解
設
せ
む
。

汝
等
憶
持
し
て
大
衆
の
爲
に
分
別
し
解
誂
せ
よ
」

マ
一詭
き
給

ひ
し
さ
き
、

阿
彌
陀
佛
は
觀
音
勢
至
の
二
大
士
を
脇
士
・こ
し
て
室
中
に
住
立
し
江
ま
ふ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ

・
で
、
私
は
坐

像
ε
立
像
ε
に
つ
い
て

考

へ
さ
せ
ら
れ
る
。

N
體
坐
像
な
る
も
の
は

「
靜
」
を
象
徴
す
る
。

こ
の

「靜
」
が

如
何
に
微
動
し
な
い
か
は
次
の
有
名
な
比
喩
に
現
は
れ

て
ゐ
る
。
帥
ち

「
坐
せ
る
觀
行
者
の
姿
は
風
な
き
瘍
所
に
搖
ぐ
こ
ご
な
き
燈
火
で
あ

る
。」
(
「
婆
伽
梵
歌
」

六
ノ
一
九
)
S
智
解
脱
の
寂

光
土

を
顯
現
す
る
理
想
の
佛
格
を
象
黴
す

る
點
に
於
て
は
申
分
が
な
い
。

が
,
凡
夫
の
現
實
・こ
は
餘
り
に
か
け
離
れ
た
崇

高
さ
そ
の
も
の
で
、
人

聞

ε
は

丸
で
交
渉
の
な
い
血
の
か
よ
は
ぬ
偶
像
で
あ
る
。

ε
こ
ろ
が
、
立
像
な
ゐ
も
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
く

「
動
」

を
象
徴
す
る
。
佛
心
は

智
慧
ε
慈
悲
ε
を
具
備
す

る
。

智
慧

は
ま
た
慈
悲
を
相
帥
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
自
ら
に
救

は
れ
た
も
の
は

他
を
救

ふ
の
使
命
が
湧
く
。
自

覺

の
智

目
は
覺
他
の
行
足
を
具
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
靜
」
は

「
動
」
の
前
提
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
「
座
」

は

「
立
」

の
根
本
豫
定
で
あ
る
。

這

へ
ば
立

つ
、
立
て
ば
歩
み
出
す
。

か
う
し
た
必
然
か
ら
、
理
想

佛
の
座
像
は
當
然
救
濟
佛
の
立
像
を
産
む
。

救
濟
佛
を
表
現
す
る
た
め
に

立
像
を

發
見
し
た
の
は
、
實
に
印
度
人
が
獨
特
の
莊
偉
な
功
勳
で
あ

る
。

こ
の
立
像
佛
の
意
義
に
つ
い
て
は
今
の
瘍
合
善
導
大
師
の
御
釋
を

抄
譯
す

る
こ
ε
の
甚
だ
便
宜
な
る
を
感
す
る
。

曰
く
、

「
娑
婆
は
苦
界
で
八
苦
數

々
身
心
を
責
め
、

動
も
す
れ
ば
悪
趣
に
堕
せ
ん
S
す
る
。

若
し
足
を
擧
げ
て
救
濟
に
出
か
け
ね
ば
衆
生
は
到
底
業
繋
を
琵
が

る
・
こ
ε
が

出
來
な
い
。
そ
れ
で
立
撮
し
て
往
い
て
救

ふ
所
以
で
あ

る
。」

S
。
ま

こ

Σ
に
.
阿
彌
陀
佛
は
攝
取
不
捨
の
佛
格
で
あ
る
。
來
迎
引
織
の
佛
格
で
あ
る
。

繦
對
愛

の
全
顯
せ
る
救
濟
佛

で
あ
る
。
救
濟
佛
は

立
撮
帥
行
の
立
豫
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
の
意
味
に
於
て
、
わ
が
淨
土
宗
義
に
ふ
さ
わ
し
い
本
象
の
形
像
は

そ
は

座
像
ε
い
ふ
よ
り
も
寧

ろ
立
像

ご
い
ふ
の
が
正
當
の
や
う
で
あ
る
。
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七

取
り
殘
し
た
問
題
も
あ
る
か
の
や
う
に
も
思
は
れ
る
が
、
先
を
急
ぐ
私
は
、
ε
も
角
第
八
像
想
觀
を
ば

垣
間
見
し
て
行
か
う
Σ
思
ふ
。

古
代

の
印
度
人
に
取

つ
て
は
、

天
界
室
界
地
界
が
廣
大
な
る
神
殿
で
あ
り

、
祚
々
の
活
躍
す
る
舞
臺
で
あ
つ
た
。
幼
兒
の
や
う
に
鏡
敏

な

感
情
を
持
つ
て
ゐ
た
彼
等
は
、
果
し
な
き
蒼
塞
、
闇
を
破

つ
て
大
地
を
照
ら
す
太
陽
、

破
壤
的
の
暴
風
雨
、
暴
風
雨

に
拌
ふ
雷
電
、
さ
て
は

注
洋
た

る
河
の
水
な
さ
の
前
に
立
?

こ
き
、

そ
こ
に
驚
異
の
情
を
勤
か
し
、

崇
殍
に
酷
似
し
た
る
畏
敬

、こ
恭
禮
の
感
情
を
繦
え
す
呼
び
起
し

た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
莊
嚴
な
、
崇
高
な
、

時
に
は
破
壤
的
な
摩
訶
不
思
議

の
自
然
は
や
が
て
崇
拜
の
封
象
ミ
な
り
、
更
に
そ
の
威
力

の
摩
訶

不
思
議

は

「超
人
的
な
る
も
の
」

の
存
在
を
考

へ
し
め
す
に
は
置
か
な
か
つ
た
。

そ
の
宗

教
は
偶
然
崇
拜
の
意
味
で
の
偶
像
教
で
は

な
く
て

、
自
然
崇
拜
で
あ

つ
た
。

さ
れ
ば
古
代
の
印
度
人
は
、
决
し
て
祕
殿
を
建
て
た
り
、
紳
像
を
造
つ
た
り
す
る
こ
ε
を
せ
す
、
自
然
界

が
そ
の
ま

・
大
禪
殿
で
あ
り
、
諸
脚
は
そ
の
中
に
活
動
を
恣
に
し
て
ゐ
る
ε
考

へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

N
般
學
者
の
承
認
す

る
・こ
こ
ろ
に
よ

れ
ば
。

ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
帝
が
印
度
に
侵
入
す

る
ま
で
に
は
、
印
度
で
神
像
が
造
ら
れ
た
こ
ーこ
は
甚
だ
稀
で
あ

つ
た
。
佛
教
に
於
て
も
佛

像
を
造

る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
佛
減
後
四
百
年
頃
か
ら
の
こ
ーこ
に
屬
す
る
。

祕
像
を
ば
梵

語
に
て

ル
ー
パ
八
劉

冨

帥
ち
形
像
)
ム
ー
ル
th
(M
nrti
郎
ち
表
像
)
ブ
in
t}・
h
‐

(F
ratim
a
部
ち
現
像
プ
ラ
チ
ー
カ
(P
ratira

帥
ち
形

像
)
な
汐

・
・こ
い
ふ
。
最
初
、
如
何
な
る
意
義
目
的
で
婆
羅
門
教
徒
が
神
像
を

そ
の
宗
教
の
用
に
供
す
る
に
至

つ
た
か
は
明
瞭
で
は

な
い
が

、
恐
ら
く
宗
教
的
或
は
哲
學
的
な
る
種

々
の
觀
念
を
、

凡
庸
に
容
易
に
理
解
し
把
持
せ
し
め
る

}
種
の
善
巧
方
便
騙こ
し
て
之
を
用
ひ

た
の
で
あ
ら
う
。

わ
が
佛
教
に
於
け
る
諸
佛
諸
菩
薩
の
形
像
の
存
在
も

亦
こ
れ
ε
同

吋
の
理
由
に
基
く
事
は
言
ふ
ま

で
も
な
い
で
あ
ら
う
。

こ

・
で
、

私
は
第
八
像
想
觀
を

ふ
り
返
つ
て
見
る
。

帥
ち
善
導
大
師
は
當
觀
の
存
在
理
由
を
詭
明
し
て

「
斯
れ
乃

ち
群
生
障
り
重
く
し
て

翼
佛
の
觀
階
ひ
難
し
、
是
を
以
て
大
聖
哀
を
埀
れ
て

且
ら
く
心
を
形
像
に
住
せ
し
む
」

(
定
善
義
)
,
ε
楷
定
さ
れ
て

ゐ
る
。
わ
が
宗
組
法
然
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上
入
も

そ
の

『漫
語
燈
録
』
に
於
て

「
上
に
既
に
座
を
觀
す
、

須
ら
く
眞
佛
の
其
上
に
坐
し
給
ふ
を
觀
す
べ
し
。
然

る
に
初
心
の
人
は
直
ち

に
眞
佛
を
觀
す
る
こ
・こ
能
は
す
、
故
に
先
づ
形
像
を
觀
す
る
な
り
。
」

,こ
逑
べ
て
像
想
觀
の
來
意
を
指

示
さ
れ
て
ゐ

る
。

さ
て
、
指
方
立

想
こ
い
ふ
こ
ーこ
は
少
し
で
も

淨
土
教
學
に
志
し
た
人
逹
の
聞
に
は
恐
ら
く

李
凡
な
逋
智
で
あ
ら
う
。
今
、
こ
の
像
想
觀

は

指
方
立

相
の
教
義
、こ
深
い
連
鏤
が
あ

る
。

わ
が

大
師
善
導
が

末
代
濁
惡
の
凡
夫
に
呼
び
か
け
た

「
指
方
立
相
」

の
偉
大
な
る
教
義
に
は
誠
に

不
測
の
深
さ
が
あ
る
。
曰
く
、

「
今
こ
の
觀
門
等

は
唯
方
を
指
し
相
を
立
て

・
心
を
佳
し
て
境
を
取
ら
し
む
。
總
べ

て
無
相
離
念
を
明
さ
す

は
る
か

如
來
は
懸
に
知
り
玉
ふ
。
末
代
罪
濁
の
凡
夫
の
相
を
立
て

・
心
を
住
す
る
す
ら
爾
ほ
得
る
こ
ご
能
は
ざ
る
を
。

何
に

况
ん
や
相
を
離
れ
て
事

を
求
め
ば
術
逋
な
き
人
の
塞

に
居
し
て
舍
を
立

つ
る
が
如
し
。
」

-こ
。
私
が
指
方
立

相
に
關
す
る
貧
弱
な

る
理
解
は
拙

著

『
阿
彌
陀
經
+
講
』

に
於
て

そ
の
い
く
ら
か
を
述
べ
て
置

い
た
か
ら
、

茲
に
は
そ
の
重
複
を
避
け
た
い
・こ
思
ふ
。

し
か
し
、

わ
が
覦
法
然
上
人
の
御

詠

「あ
み
だ

佛

・こ
心
は
西
に
う
つ
嬋
の
、
も
ぬ
け
は
て
た
る
聲
ぞ
す

・・
し
き
」

は
い
つ
何
時
誦
し
て
も
清
新
な
、
箪

い
、
偉
大
な
教

訓
ε
指
南
・こ
が
あ

る
。

八

與

へ
ら
れ
た
豫
定
の
紙
數
も
既

に
超

へ
た
や
う
だ
か
ら
、
道
草

は
喰
は
す
に
、
第
九
の
藁
身
觀
に
高
飛
び
を
す
る
。
謂
ふ
ま
で
も
な
く
觀

經

+
六
觀
の
精
髓
中
心
は
佛
身
觀
で
あ

る
が
、
そ
の
佛
身
は
理
智
の
對
境
・こ
し
て
の
大
智
般
若
の
佛
で
は
な
く
て
、

救
濟
の
慈
悲
を
主
ε
す

る
阿
彌
陀
佛
、
殊
に
そ
の
佛
光
攝
取
の
方
面
を
力
詭
し
て
ゐ
る
點
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
觀
を
詭
く
經

の
文
相
は
微
に
入
り
細
を
穿
つ
て
ゐ
る
が
、
疏
釋
は
甚
だ
簡
略
で
、

光
明
の
損
盆
を
釋
す
る
以
外
は
殆
ん
さ
科
判
に
過

ぎ
な
い
。

さ
て

,
今
經
に
も

蕁
田
に
更
に
無
量
壽
佛

の
身
相
光
明
を
觀
す
べ
し
」.
ε
あ
る
如
く
、
佛
教
で
は

佛
の
身
相
。こ
光
明
-こ
は
正
に
不
離
の
關

係
に
あ

る
。
佛
光
は
佛

の
威
嚴
を
作
り
佛
の
美
を
な
す
に
於
て
最

も
大
切
で
あ

つ
て
、

三
十

二
相
八
十
種
好
乃
至

八
萬
四
干
の
隨
形
好
ε
い
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ふ
も
の
も
つ
ま
り
は
悉
く
光
明
に
攝
し
て
見
る
こ
ーこ
が
出
來
る
か
,こ
思
ふ
。
凡

そ
光
明
ε
考

へ
ら
る

・
も
の
に
は
色

光
-こ
心
光
・こ
が
あ
る
。

色
光
ε
は
物
質
の
光
,こ
し
て
あ

ら
は
る

・
も
の
で
あ

つ
て
、
天
に
輝
く
日
月
星
辰
を
は
じ
め
螢
や
夜
光
虫
の
光
、

さ
て
は
電
燈
の
光
蝋
燭
の

ヘ

ヘ

へ

光
な
曹
凡

そ
通
常
あ
か
り

,こ
稱
せ
ら
る

・
も
の

・
す
べ
て
を
指
す
の
で
あ
る
。

心
光
・こ
は
色
光
以
外
の
非
色
光
部
ち
物
質
に
あ
ら
ざ
る
心
の

光
を
い

ふ
の
で
あ
る
。

心
光
は
又
心
生
色
光
ε
心
生
心
光

ご
の
二
つ
に
類
別
さ
れ
る
。

心
生
色
光
ε
は
心
か
ら
産
れ

鵡
た
物
質
的
の
光
で
、

例

へ
ば

心
が
作
用
し
て
掃
き
清

め
ら
れ
て
ゆ
く
庭
園
の
す
が
く

し
さ
、
さ
て
は
飮
食
、

華
杏
、
幢
旛
な
,ご
で
飾
り
立
て
ら
れ
た
佛
檀
の
莊

嚴
美
の
如
き
を
い
ふ
。

心
生
心
光
、こ
は
心
よ
り
出
で
た
る
心
の
光
で
あ
る
。
佛
教
で
云
ふ
種
々
の
光
は
大
體
心
光
を
指
す
の
で
、
阿
彌
陀
佛

の
光
明
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
心
光
で
あ
る
。
そ
の
心
光
・こ
い
ふ
の
は
、
佛
智
の
光
で
あ

る
。
こ
の

「
智
な
る
も
の
は

内
部
の
觀
照
作
用
を
抽

象
し
た
概
念
で
あ
る
か
ら
聯

懸
上
自
然
に
光
明
,こ
結
び
付
い
て

「
奥
義
書
」

で
は
厦
々
梵
我
を
直
ち
に
光
明
-こ
詭
い
た
所
も
あ

る
。

騎大
乘

起
信
論
』
の
如
き
は
光
明
を
諡
い
て
專
ら
智
慧
の
働
き
に
帥
し
て
見
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
眞
如
の
自
體
相
を
諡
い
て
「
所
謂
自
黌
有
r大
智
光
明
・

義
一故
、
偏
コ照
法
界
一義
故
」
ε
云
つ
て
居
る
こ
こ
ろ
を
以
て
み
て
も
明
了
で
あ
る
。

-こ
こ
ろ
で
、
阿
彌
陀
佛
の
智
光
は
夂
常
光
・こ
紳
通
光
・こ
の
二
種
に
分
け
て
見
る
こ
、こ
が
出
來
る
。
常
光
-こ
は
全
人
格
の
不
斷
光
で
あ
る
。

紳

通
光

,こ
は
特
殊
な
心
的
作
用
か
ら
起
る
光
で
あ
る
。

帥
ち
特
殊
の
塲
合
に
あ
ら
は
る

・
光
で
あ
る
。
就
中
、
常
光
は
特
に
佛
光
の
中
心
を

な
す
も
の
で
あ
る
こ
ご
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

さ
て
阿
彌
陀
佛
の
光
明
は
四
十
八
願
中
の
第
十
こ
光
明
無
量
の
願
の
成
就
さ
れ
π
も
の
で
、
今
經
第

九
眞
身
觀
の
中
に

「
無
量
壽
佛
に
八

萬
四
千
の
相
あ
り
、

「
々
の
相
に
各
々
八
萬
四
千
の
隨
形
好
あ
り
、

崗
々
の
好
に
復
た
八
萬
四
千
の
光
明
あ
り
」

,こ
あ
る
の
は
彌
陀
の
常

光

如
來
の
無
量
光
を
諡
い
た
も
の
ε
見
る
こ
ーこ
が
出
來

る
。
差

詰
め
、
こ

・
で
注
意
し
て
置
き
た
い
こ
・こ
は
、
八
萬
四

千
の
數
字
で
あ

る
。
徒

ら

に
數

字
に
捕
は
れ
て
仕
舞
つ
て
は
無
量
光
の
意

味
が
徹
底
し
な
い
。
如
來
の
光
明
は
八
萬
四
千
の
三
乘
・こ
い
ふ
非
常

に
數
多
い
光
明
・こ
は

な
る
が

、
そ
れ
で
は
光
明
に
限
量
が
あ

る
こ
ε
に
な
る
。
無
量
光
の
無
量
光
た
る
所
以

は
相
互
光
照
無
量
な
る
點
に
存
す
る
。
八
萬
四
千
、
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そ
の

嘱
々
の
無
量
か
發
光
の
自
體
ε
な

つ
て
相
互
に
照
し
合
ふ
時
は
、

さ
う
し
て
無
量
で
な
い
・こ
い
ふ
P
)
"/Jが
出
來

や
う
。

「
總
じ
て
計

る

に
相
好
の
光
明
は
無
量
無
邊
に
し
て
算
數

の
能

く
知
る
・こ
こ
ろ
で
は
な
い
。し

さ
て
、
定
善
の
中
心
、
其
身
觀
の
頂
點

に
於
て
如
來

は

「
佛
心
ト
ハ者
大
慈
悲
是
ナ
リ
、
以
二無
縁
,慈

一攝
喋
フ
諸
.
衆
生
ご

ーこ
説
か
れ
た
。
佛

心
は
慈

悲
を
醴
・こ
し
、

こ
の
軍
等
の
大
慈
を
以
て
普
く

噂
切
を
攝
し
給
ふ
。

こ
の

「
佛
心
者
」

の
十
六
字

ε
佛
光
攝
取
の
要
文

「
光
明
遍
グ

0

照
ン十
方
世
界
弓
念
佛
,衆
生
.攝
取
.
不
・
捨
下
ハ」

の
十
六
字
ε
は
前
後
相
承
け
、
體
用
相
應
す
る
實
に
大
切
の
文
相
で
、
特
に

「
攝
諸
衆
生
」

む

の
攝

の
字

・こ

「攝
取
不
捨
」

の
攝
の
字
に
甚
深
の
注
意
を
拂

ふ
べ
き
で
あ
る
。
ま
こ
ーこ
に
、
佛
心
の
大
慈
は
帥
ち
遍
照
の
沸
光
で
あ
り
、
攝

取
の
佛
光
で
あ
る
。
叉
わ
か
善
導
大
師
に
從

へ
ば

阿
彌
陀
佛
は
た
f
是
れ
酬
因
所
成
身
で
あ
る
か
ら
、
悉
く
爲
物
身

だ
ミ
い
ふ
の
で
あ
る
。

言
ひ
換
へ
れ
ば
衆
生
濟
度
以
外
彌
陀
に
求
む
べ
き
何
物
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
爲
物
身
の
鐔
體
ー

身
相
光
明
を
如
實
に
觀
す
る
の
が
今

の
眞
身
觀
の
所
詮
で
あ
る
。

九

私
の

「
定
善
義
」
の
族
も
終
末
が
近
づ
い
た
。
第
九
の
眞
身
觀
が
終

る
ε
、
第
+
の
觀
音
觀
、
第
十

一
の
勢
至
觀
.こ
な
り
更
に
第

+
二
の

普
想
觀

、
卸
ち

剛
切
往
生
人
の
觀
察
く
」次
第
し
て
進
み
、
そ
し
て
第
十
三
の
雜
想
觀
で
は
た

璽
一
類
鈍
根
の

人
た
ち

の
た
め
に
機
教
相
應
の

觀
法
を
當
て
が

つ
て
ゐ
る
だ
け
の
こ
ーこ
で
あ
る
。

さ
て

、
觀
昔
觀
勢
至
觀
は
如
何
な
る
意
義
を
持

つ
か
。
こ

・
主
俘
具
足
の
事
實
が
あ
る
。

主
に
は
必
す
拌
が
あ
る
。
主
た
る
阿
彌
陀
佛
に

對
し
て
拌
た
る
菩
薩
聲
聞
が
た
は
無
量
無
邊
で
あ
る
。

こ
れ
等
を
具
さ
に
觀
す
る
こ
ε
は
凡
智
の
能
く
す
る
ε
こ
ろ

で
は
な
い
。

た

穿
觀
音

勢
至
の
二
大
士
は
阿
彌
陀
佛
の
左
右
に
侍
し
て
聖
化
を
翼
賛
し
佛
處
を
嗣
補
し
、
卓
然

ご
し
て
清
淨
大
海
衆
の
中
に
超
出
す
る
。
し
か
も
、

°

こ
の
二
大
士
は
本
象
阿
彌
陀
悌
の
脇
士
ε
し
て
其
主
た
る
も
の

・
}
部
の
力
を
特
殊
的
に
表
示
す
る
。
主
た
る
も
の
大
威
紳
力
を
特
殊
的
に
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分
有
す

る
件
に
就
い
て
觀
察
を
こ
ら

す
こ
.こ
は
や
が
て
そ
の
王
を
了
々
分
明
に
觀
す
る
所
以
で
あ

る
。

否
主
拌
具
足
し
て
始
め
て
も
の

・
眞

相
を

究
む
る
こ
ーこ
が
出
來
る
の
で
あ
る
。
こ

・
に
觀

音
觀
勢
至
觀
の
存
在
理
由
が
あ
る
。

故
に
善
導
大
師
は

『
定
善

義
』
の
總
讃

の
文
に
於

て

「
吋
念
心
開
け
て
眞
佛
を
見
れ
ば
身
光
相
好
轉
た
彌
々
多
し
。
救
苦
の
觀
音
法
界
を
縁
じ
て
、

時
ε
し
て
變
じ
て
娑
婆
に
入
ら
す
ーこ
云
ふ

t
)"1)な
し
。
勢
至
の
威
光
能
く
震
動
し
、
縁
に
隨
ひ
て
照
攝
し
て
彌
陀
に
會
せ
し
む
、」

s
讃
せ
ら
れ
た
所
以
で
も
あ

る
。

以
上

極
樂
の
依
正
二
報
、
身
土
、
主
件
を
具
さ
に
觀
じ
畢
れ
ば

こ

・
に
往
生
の
行
は
己
に
滿

足
す
る
。
け
れ

,こ
も
前

の
諸
觀
を
修
す

る
第

嚇
目
的

は
云
ふ
ま
で
も
な
く
往
生
に
あ
る
。

そ
こ
で
第
十
二
の
普
想
觀
即
ち

嚇
切
往
生
人
の
觀
察
が
産

れ
る
。

前
來

十
こ
觀
は
.葺
ふ
ま
で
も
な
く
訳
第
觀

で
あ
る
。
第
十
三
の
雜
想
觀
は
更
に

叫
類
鈍
根
の
人
た
ち
の
爲
め
に
特
設
さ
れ
た
觀
法
に
過
ぎ

な

い
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
雜
飆
觀
の
特
設
に
如
來
の
大
悲
を
深
く
讀
む
。

見
よ
、
わ
が
善
導
大
師
が
總
讃

の
文
を
。
「
復
た
衆
生
あ
り
、
心

に

惑
を
帶
て
眞
上
の
境
を
縁
す
る
に
成
じ
難
か
ら
ん
こ
ε
を
恐
れ
、
如
來
を
し
て
漸
觀
を
開
か
し
む
る
こ
ε
を
致
す
,」

一一64-一

 

劇
O

私
は
拙
著

『
孚
金
色

ω
聖
者
」
の

剛
章
に
於
て
、

わ
が
善
導
犬
師
を

「
如
來
に
醉
へ
る
哲
人
」

ざ
呼
び
か
け
る
こ

ε
を

取
て
し
た
。

わ
た

く
し
は

兮
こ
の
こ
ーこ
を
論
理
の
形
で
あ
ら
は
さ
う
ーこ
は
思
は
な
い
。
そ
の
代
り
に
、
『
定
善
義
』
を
逋
し
て
そ
の

一
端
を
語
る
。
そ
の
正
否
は

賢
き
讀
者
の
悟
性
に
お
ま
か
せ
す
る
。

議
論

は
兎
も
角
定
善
十
三
觀
が

一
向
專
念
の
信
仰
瑜
伽

(B
h
akti
y
og
a)
で
あ
る
限
り
、

唱
種
の
紳
秘
主
義
だ
ざ
云
へ
る
。
紳
秘
主
義
は

最
高
實

在
の
直
拷
感
覺
で
あ

る
。
尅
實
す
れ
ば

パ
ス
カ
ル
の
所
謂

「
心
情
に
知
ら
る

・
紳
」

で
あ
る
。

そ
れ
は
宗
教
的
經
驗
の
實
現
ε
解
説

で
あ
る
。
そ
れ
は
經
鹸
そ
れ
自
身
を
含
む
の
み
な
ら
す
、

こ
れ
を
實
現
せ
ん
ε
す
る
努
力
を
有
し
て
ゐ
る
。
だ
か
ら

、
偉
大
な
紳
秘
家
は
常

に
最
も
嚴
肅
な
る
行
業
的
鍛
練
を
忘
れ
な

い
。

わ
が
善
導
大
師
に
從
へ
ば
行
者
に
業
障
が

あ
れ
ば
定
善
觀
法
の
封
象
が

現
前
し
な
い
。
行
者



の
業
障
が
淨
心
の
境

を
蔽

ふ
瘍
合
は
、
道
瘍
を
嚴
飾
し
て
、
沸
像
を
安
置
し
、

身
體
を
洗
浴
し
て
淨
衣
を
著
し
,
又

名
香
を
焚
い
て
諸
佛

嚇

切
の
賢
聖
に
表
白
し
,
佛
の
形
像
に
向

つ
て
現
在

日
生
に
、
無
始
以
來

の

N
切
の
罪
障
を
懺
悔
し
、
悲
涕
し
雨
涙
し

て
深
く
慚
愧
し
、
内
心

髓
に
徹
り
骨
を
切
つ
て
自
ら
貢
む
べ
き

で
あ
る
。

既
に
懺
悔
し
已
ら
ば
坐
法
の
如
く
坐
し
て
、
心
を
安
じ
境
を
取
れ

ε
教

へ
て
居
ら
れ
る
。

ま
こ

・こ
に
わ
が
善
導
大
師

は

「
力
竭
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
休
ま
す
、
寒
冷
に
も
汗
を
流
し
て
」

自
策
自
勵
せ
ら
れ
た
る
偉
大
に
し
て
崇
高
な
る
驢

行
業
家
で
あ

つ
た
。
い
ま

「
内
徹
二
心
髓
一切
レ
骨
自
貢
」
を
同
行
に
論
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
そ
の
崇
高
な
る
宗
教
的
經
驗
の
實
感

か
ら
、
觀

佛
の
成
功
を
豫
想
し
て
論
か
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
か
の
有
名
な

『
中
夜
禮
讃
』
の
偈
に
於
て
、

わ
が
大
師
は
情
欲
を
叱
し
て

「
汝
等
臭
屍

ニ
の

を
抱

い
て
臥
す
る
こ
ご
勿
れ
」
霊
叫
び
、
懈
怠
に
對
し
て
は

『
初
夜
禮
讃
』

の
偈
に
於
て

「苦
を
度

る
の
船
末
だ
立

せ
す
、
云
何
ぞ
樂
ん
で

睡
眠

せ
ん
」

-ご
精
進
の
鞭
を
用
意
し
給
ふ
た
。
か
く
し
て
、
一
向
專
念
觀
佛
三
昧
の
寳
坐
に
端
坐
し
給
ふ
た
大
師
の
姿
は
正
に
私
の
所
謂
「
如

來

に
醉

へ
る
哲
人

」
の
姿
で
は
な
か
つ
た
か
。
し
か
し
、

「
如
來
に
醉

へ
る
哲
人
」
は
無
論
わ
が
善
導
大
師

の
全
幅

で
は
な
い
。

そ
の
こ
ご

は
大
師
が

「
若
依
定
行
攝
生
不
盡
」

ε
仰
せ
ら
れ
た
こ
、こ
に
よ

つ
て
も
確
實
で
あ
る
。

こ
れ
私
が
先
に
「
定
善
義
」
だ
け
で
は
「
定
善
義
」
が

解
ら
な
い
ε
云
つ
た
所
以
で
も
あ
る
。

四
帖
疏
に
於

け
る

「
定
善
義
」

ε
い
ふ
題
目
を
當
が
は
れ
て
,

大
膽
な
る
概
諡
を
試
み
た
私
は
、
今
は
た

野
大
過

な
き
を
所
る
ば
か
り
で

へ

も

へ

あ
る
。
但
し
、
私
¶こ
雖
も
た

穿
「
定
善
義
」
だ
け
で
は
わ
が
善
導
大
師
の
全
人
格
の
片
影
だ
に
も
把
持
し
得
な
い
ーこ
い
ふ
こ
ε
だ
け
は
Σ
く
,、」

承
知
し
て
ゐ
る
。

一
寸
見
は
定
善
觀
法
の
修
養
は
散
心
念
佛
よ
り
は
邏
か
に
高
爾
な
勝
れ
た
宗
教
的
行
事
で
あ

る
か
の
や
う
に
見
え
る
。
こ

れ
は
時
代

ε
環
境
ε
に
無
關
心
で
、

ひ
た
す
ら
、
修
養

の
方
面
だ
け
を

一
途
に
考

へ
る
ε
こ
ろ
か
ら
來
る
考
で
、
無
論
嚴
密
な
る
宗
教
的
價

値
批
判
で
は
な
い
。

か
く
し
て
こ

・
に
善
導
大
師
の

『散
善
義
」
の
提
唱
が
産

れ
、
や
が
て
わ
が
宗
祺
法
然
上
人
の

「
近
來
の
行
入
觀
法
」

を
な
す
事
な
か
れ
の
雄
偉
な
る
鐵
案
の
大
堤
唱
ご
な
つ
て
終
結
を
告
け
る
。

そ
の
定
善
觀
法

ご
現
代
生
活
の
問
題
は
、
本
論
の
繼
續

こ
し
て

學
術
的
に
も
實
際
問
題
ざ
し
て
も
興
味
の
あ
る
こ
ε
で
は
あ

る
が
、
私
に
許
さ
れ
た
餘
白
の
最
早
な
い
・こ
-丶ご

、
ま

た
本
論
執
筆
の
趣
旨
に

も
そ
は
な
い
こ
-丶ζ

に
よ
つ
て
,
他
日
に
讓
る
こ
ε

・
す
る
。
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