
「
群
萌
」
あ
る
い
は
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」

平
等
で
多
様
な
〈
弱
き
い
の
ち
〉
の
連
帯
へ

井

上

尚

実

は
じ
め
に

〈
人
間
〉
を
定
義
す
る
こ
と
に
お
い
て
仏
教
的
に
重
要
な
の
は
、
個
体
あ
る
い
は
種
と
し
て
の
ヒ
ト
を
他
よ
り
優
れ
た
特
性
を
も
つ

生
物
と
し
て
規
定
す
る
方
向
で
は
な
く
て
、「
平
等
で
多
様
な
い
の
ち
の
集
ま
り
」
と
し
て
人
間
存
在
を
社
会
的
に
捉
え
る
視
座
で
あ

る
。
仏
教
に
は
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」「
一
切
衆
生
」（
Skt.sarvasattva）
と
い
う
よ
う
に
、
生
き
も
の
を
集
合
的
に
指
す
言

葉
で
人
間
を
語
る
特
徴
が
あ
る(1)。
字
義
通
り
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
動
植
物
を
意
味
す
る
言
葉
が
、
経
典
の
文
脈
に
お
い
て
人
間
を
指
す
暗

喩
と
し
て
両
義
的
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
ら
か
の
基
準
に
よ
っ
て
人
間
の
概
念
を
限
定
す
る
よ
う
な
表
現
に
内
包
さ
れ

る
差
別
性
に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
乗
仏
教
の
中
で
特
に
浄
土
教
は
、
現
実
社
会
に
存
在
す
る
さ
ま

ざ
ま
な
差
別
と
排
除
の
構
造
に
批
判
の
目
を
向
け
、
差
別
を
受
け
る
弱
者
の
側
に
立
っ
て
、
多
様
な
生
命
が
等
し
く
尊
重
さ
れ
共
存
す

る
世
界
を
「
浄
土
」
と
し
て
説
き
示
し
て
き
た
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、「
十
方
衆
生
」
が
そ
の
平
等
な
世
界
に
目
覚
め
、
浄
土
を
共

有
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
働
き
続
け
て
い
る
。
本
論
で
は
、
平
等
で
多
様
な
〈
弱
き
い
の
ち
〉
の
連
帯
を
理
想
と
す
る
大
乗
浄
土
教

の
人
間
観
が
、
個
人
の
意
識
や
能
力
・
資
質
に
価
値
を
置
く
近
・
現
代
の
人
間
観
を
相
対
化
し
、
そ
の
限
界
を
超
え
出
る
道
を
示
す
重

要
な
意
義
を
も
つ
こ
と
を
論
じ
た
い
。
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二
十
一
世
紀
の
世
界
に
は
扇
動
的
な
自
国
中
心
主
義
が
再
び
蔓
延
し
、
大
量
難
民
や
経
済
格
差
の
問
題
が
各
地
で
深
刻
化
し
て
、

「
平
等
な
い
の
ち
の
繫
が
り
」
と
い
う
理
念
か
ら
遠
ざ
か
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
近
年
、
こ
の
点
で
衝
撃
が
大
き
か
っ
た
の
は
、
二
〇

一
六
年
七
月
二
十
六
日
に
相
模
原
市
の
障
害
者
施
設
「
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
」
で
起
こ
っ
た
大
量
殺
傷
事
件
で
あ
る(2)。「
意
思
疎
通
が

と
れ
な
い
重
度
・
重
複
障
害
者
は
安
楽
死
の
対
象
に
す
べ
き
だ
。」「
世
界
が
平
和
に
な
り
ま
す
よ
う
に
。
beautifulJapan!!!!!!」
と
宣

言
し
て
十
九
人
を
刺
殺
、
二
十
六
人
に
重
軽
傷
を
追
わ
せ
た
犯
人
の
極
端
に
歪
ん
だ
思
想
の
根
底
に
は
、
経
済
的
価
値
を
最
優
先
し
、

自
己
と
他
者
を
切
り
離
し
、
不
平
等
を
必
然
と
し
て
不
都
合
な
他
者
の
排
除
を
肯
定
す
る
差
別
的
人
間
観
が
あ
る
。
釈
尊
の
時
代
以
来
、

仏
教
は
そ
う
し
た
差
別
を
超
え
る
道
を
説
い
て
き
た
。
大
乗
浄
土
教
は
、「
群ぐ
ん

萌も
う

」（
繁
茂
す
る
雑
草
）「
蜎け
ん

飛ぴ

蠕ね
ん

動ど
う

之
類
」（
群
れ
飛
ぶ

羽
虫
や
蠢
く
蛆
虫
の
類
い
）
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
多
数
の
弱
者
の
側
に
立
っ
て
連
帯
を
促
し
、
仏
の
大
悲
に
よ
る
平
等
な
救
済
を
説

い
て
い
る
。「
多
く
の
い
の
ち
の
た
め
に
」（
bahujanahitāya）、「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
と
い
う
菩
薩
の
願
い
は
、
現
代
世
界
に
共
有

さ
れ
る
べ
き
〈
人
間
〉
へ
の
眼
差
し
を
示
し
て
い
る
。

一
、
自
己
を
中
心
に
孤
立
す
る
〈
人
間
〉
＝
「
凡
夫
」

資
本
主
義
が
広
く
浸
透
し
た
現
代
世
界
に
お
い
て
、
人
々
の
多
く
は
自
己
の
欲
望
と
利
害
を
中
心
に
生
き
て
お
り
、
他
者
と
分
離
し

た
身
体
を
有
す
る
も
の
と
し
て
自
己
を
認
識
し
て
優
先
す
る
の
が
普
通
の
人
の
在
り
方
で
あ
る
。
二
十
一
世
紀
の
科
学
的
な
人
間
理
解

の
最
先
端
に
位
置
す
る
脳
科
学
や
遺
伝
子
工
学
、
人
工
知
能
な
ど
の
研
究
に
お
い
て
も
、
解
明
が
進
ん
で
い
る
の
は
主
と
し
て
そ
う
し

た
個
体
と
し
て
の
ヒ
ト
の
生
理
学
的
構
造
や
機
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
俗
的
レ
ベ
ル
で
の
人
間
概
念
は
、
仏
教
に
お
い
て
「
凡

夫
」
あ
る
い
は
「
異
生
」（
Skt.pr.thagjana,Pāli.puthujjana）
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る(3)。
日
常
的
な

感
覚
と
し
て
身
体
を
も
つ
「
私
」
が
実
在
す
る
と
思
い
、
自
己
の
欲
望
に
従
っ
て
利
害
を
計
ら
っ
て
行
動
す
る
の
が
凡
夫
で
あ
る
。
そ
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の
意
味
で
、
あ
の
相
模
原
事
件
の
犯
人
も
、
い
じ
め
や
さ
ま
ざ
ま
な
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
人
々
も
、
み
な
凡
夫
で

あ
る
。

仏
教
は
、
こ
の
常
識
的
世
俗
的
な
人
間
観
の
変
容
を
促
す
教
え
で
あ
る
。
他
者
と
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
を
捉
え
る
「
有

身
見
」（
Skt.satkāyadr.s.t.i,Pāli.sakkāyadit.t.hi）
を
迷
い
の
根
本
と
認
め
、
自
ら
の
凡
夫
性
を
自
覚
す
る
と
こ
ろ
に
目
覚
め
の
出

発
点
が
あ
る
。
初
期
仏
教
に
お
い
て
、
凡
夫
が
仏
の
教
え
を
聞
い
て
信
じ
、
法
の
流
れ
に
入
っ
た
「
預
流
者
」（
Pāli.sotāpanna）

に
な
る
の
は
、
有
身
見
・
疑
い
・
戒
禁
取
見
と
い
う
最
も
根
本
的
な
三
結
を
滅
し
た
と
き
と
さ
れ
る(4)。
そ
の
三
結
の
第
一
に
挙
げ
ら
れ

る
有
身
見
こ
そ
、
迷
い
の
生
存
の
根
源
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
梵
網
経
』（
Brahm
ajāla-sutta）
の
中
の
「
異
生
」
の
用
例
に
対

す
る
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
注
に
は
次
の
よ
う
な
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
。

個
々
に
有
身
見
が
破
せ
ら
れ
て
い
な
い
者
た
ち
で
あ
る
か
ら
異
生
で
あ
る
。

“puthu-avihata-sakkāya-dit.t.hikā
ti
puthujjanā”
(5
)

こ
の
よ
う
に
有
身
見
は
断
ず
べ
き
誤
っ
た
認
識
と
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
現
実
に
身
体
を
も
っ
て
社
会
生
活
を
送
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、

こ
れ
を
完
全
に
な
く
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
有
身
見
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
普
通
の
社
会
生
活
は
営
め
な
い
。
社
会
生

活
を
送
る
す
べ
て
の
人
は
凡
夫
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
凡
夫
が
仏
の
教
え
に
よ
っ
て
目
覚
め
る
と
い
う
の
は
、

日
常
的
感
覚
と
し
て
は
「
私
」
の
存
在
を
認
め
な
が
ら
、「
無
我
」「
縁
起
」「
空
」
の
智
慧
と
慈
悲
を
説
く
仏
陀
の
言
葉
を
信
じ
、
繰

り
返
し
聞
思
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
己
執
着
を
反
省
し
、
他
者
に
配
慮
し
て
共
に
生
き
よ
う
と
願
う
者
に
変
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
凡
夫

の
中
に
、
自
己
の
欲
望
や
身
体
の
「
殻
」
を
破
る
よ
う
な
他
者
と
の
共
同
へ
の
志
向
が
芽
生
え
る
の
で
あ
る
。
聖
徳
太
子
『
十
七
条
憲

法
』
第
十
条
の
「
人
皆
心
有
り
。
心
お
の
お
の
執
れ
る
こ
と
有
り
。（
中
略
）
我
必
ず
聖
に
非
ず
。
彼
必
ず
愚
か
に
非
ず
。
共
に
是
れ

凡
夫
な
ら
く
の
み
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
う
し
た
大
乗
仏
教
の
人
間
観
の
基
礎
を
表
し
て
い
る
。「
み
な
共
に
凡
夫
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
立
っ
て
初
め
て
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」「
一
切
衆
生
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
広
大
で
平
等
な
地
平
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
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二
、
集
合
的
・
社
会
的
存
在
と
し
て
の
〈
人
間
〉
＝
「
衆
生
」

自
然
状
態
に
お
い
て
個
々
バ
ラ
バ
ラ
で
自
己
中
心
的
な
人
間
に
、
ど
う
し
た
ら
有
身
見
を
超
え
る
よ
う
な
他
者
と
の
共
同
が
実
現
さ

れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
う
え
で
鍵
に
な
る
の
が
「
平
等
で
多
様
な
い
の
ち
の
集
ま
り
」
と
い
う
集
合
的
・
社
会
的
な
人

間
観
で
あ
る
。
仏
教
が
幅
広
く
生
き
も
の
を
指
す
「
衆
生
」
あ
る
い
は
「
有
情
」（
Skt.sattva,Pāli.satta）
と
い
う
言
葉
に
よ
っ

て
人
間
に
つ
い
て
語
る
の
は
そ
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
教
経
典
に
は
自
然
界
に
お
け
る
衆
生
の
弱
肉
強
食
の
関
係
が
悲
し
む
べ
き

こ
と
と
し
て
語
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
弱
者
の
側
に
立
つ
慈
悲
の
教
え
が
導
か
れ
る
。
そ
の
最
も
印
象
的
な
例
は
、
釈
尊
伝
に
お
け
る
「
樹

下
観
耕
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

1
、
閻
浮
樹
下
の
思
惟

若
き
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
カ
ピ
ラ
城
を
出
て
郊
外
の
畑
で
種
ま
き
の
様
子
を
見
物
し
た
折
の
こ
と
、
農
夫
が
牛
に
犁
を
引
か
せ
て
大
地

を
耕
す
と
土
の
表
面
に
ミ
ミ
ズ
な
ど
の
小
さ
な
虫
が
這
い
出
て
来
る
。
す
る
と
そ
の
虫
た
ち
を
小
鳥
が
啄
み
、
蛙
も
捕
食
す
る
。
蛙
は

ま
た
蛇
に
呑
込
ま
れ
、
蛇
は
孔
雀
に
食
べ
ら
れ
、
そ
こ
を
さ
ら
に
鷲
な
ど
の
猛
禽
類
が
襲
う
。
こ
の
様
子
を
閻
浮
樹
の
下
で
観
て
い
た

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
哀
れ
に
思
い
、
慈
し
み
の
心
を
起
こ
し
て
そ
の
ま
ま
初
禅
に
入
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る(6)。
こ
の
初
め
て
の
禅
定
体
験
に

つ
い
て
、
後
漢
の
時
代
の
古
い
漢
訳
仏
伝
経
典
『
修
行
本
起
経
』
は
、
宗
教
的
真
理
の
徴
と
な
る
奇
瑞
と
し
て
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

菩
薩
、
此
の
衆
生
品
類
展
転
相
呑
む
を
見
て
慈
心
愍
傷
し
、
即
ち
樹
下
に
於
い
て
第
一
禅
を
得
る
。
日
光
赫
奕
、
樹
た
め
に
枝
を

曲
げ
、
蔭
そ
の
躯
に
隨
う(7)。

こ
こ
で
は
「
衆
生
品
類
展
転
相
呑
」
と
い
う
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
き
も
の
が
よ
り
弱
い
者
を
食
べ
て
生
き
て
い
る
在
り
方
を
悲
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し
み
、「
慈
心
愍
傷
」
す
る
と
こ
ろ
に
釈
尊
の
宗
教
経
験
の
第
一
歩
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
り
知
ら
れ
た
四
門
出
遊
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
老
病
死
と
い
う
個
人
が
直
面
す
る
苦
悩
を
問
題
と
し
て
際
立
た
せ
る
の
に
対
し
て
、
樹
下
観
耕
は
弱
肉
強
食
と
い
う
衆
生
の

社
会
的
苦
悩
を
仏
教
の
課
題
と
し
て
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。

大
衆
部
（
説
出
世
部
）
の
『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
』
は
、
こ
の
閻
浮
樹
下
の
思
惟
を
後
の
菩
提
樹
下
の
成
道
に
結
び
つ
け
、
そ
の
予

兆
と
し
て
説
い
て
い
る
。『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
』
で
は
、
鋤
に
よ
っ
て
土
の
中
か
ら
掘
り
出
さ
れ
る
の
は
「
蛇
」（
Skt.dīrghaka

「
長
い
も
の
」）
と
蛙
で
、
耕
し
て
い
る
少
年
は
蛙
を
食
用
に
拾
い
、
蛇
の
方
は
放
り
投
げ
て
し
ま
う
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
英
訳
も
平
岡
聡

の
和
訳
も
、
こ
の
「
長
い
も
の
」
を
「
蛇
」
と
す
る
が
、
土
壌
中
に
潜
み
人
に
好
ま
れ
ぬ
細
長
い
生
物
な
の
で
、
こ
こ
で
は
「
メ
ク
ラ

ヘ
ビ
」（
Scolecophidia）
あ
る
い
は
ミ
ミ
ズ
の
類
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る(8)。
そ
の
様
子
を
観
て
い
た
菩
薩
は
、
深
い
衝
撃
を
受
け

て
次
の
よ
う
に
思
う
。

欲
望
の
対
象
も
身
体
も
、
生
命
そ
の
も
の
も
、
等
し
く
燃
え
尽
き
る
。
今
、
私
は
〔
迷
い
の
〕
生
存
か
ら
解
放
さ
れ
た
不
死
〔
の

在
り
方
〕
を
成
就
し
よ
う
。

“kām
am.
䂧arīram.
sam
am.
tapyati
jīvitam.
ca.prāpsyām
i
adya
am
r.tam.
bhavavipram
oks.am.”
(9
)

有
身
見
に
立
ち
、
自
己
の
欲
望
と
身
体
に
執
ら
わ
れ
て
有
る
「
生
命
」（
jīvitam
）
に
と
っ
て
、
死
は
必
然
で
あ
る
。
そ
の
事
実
に

思
い
到
っ
た
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
そ
の
よ
う
な
生
死
を
超
え
る
「
不
死
」（
am
r.ta）
を
求
め
る
決
意
を
固
め
る
。
こ
う
し
て
閻
浮
樹

下
で
初
禅
に
入
っ
た
菩
薩
を
神
々
が
詩
を
も
っ
て
讃
嘆
す
る
が
、
そ
の
偈
頌
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
菩
薩
の
願
い
求
め
る
不
死
と

は
「
生
物
の
世
界
全
体
・
生
類
」（
jagat）
を
利
益
す
る
「
無
私
」
の
在
り
方
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
次
の
リ
フ
レ
ー
ン
で

あ
る
。彼

は
、
生
類
を
安
楽
な
ら
し
め
る
法
を
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
。

“ayam.
tam.
prāpsyate
dharm
am.
yaj
jagam.
䂧vāsayis.yati”
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彼
は
、
生
類
を
歓
喜
せ
し
め
る
法
を
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
。

“ayan
tam.
prāpsyate
dharm
am.
yaj
jagam.
hlādayis.yati”

彼
は
、
生
類
を
〔
彼
岸
に
〕
渡
ら
し
め
る
法
を
成
就
す
る
で
あ
ろ
う
。

“ayam.
tam.
prāpsyate
dharm
am.
yaj
jagam.
tārayis.yati”
(10
)

こ
の
預
言
は
、
青
年
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
宗
教
的
課
題
が
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
救
済
と
い
う
社
会
性
を
も
つ
こ
と
を
告
げ
て
い

る
。
閻
浮
樹
下
の
思
惟
は
後
の
菩
提
樹
下
の
成
道
に
帰
結
し
、
慈
悲
の
教
え
に
そ
の
答
え
が
示
さ
れ
る
よ
う
な
深
く
大
き
な
問
い
を
表

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
に
「
あ
わ
れ
、
生
き
も
の
は
互
い
に
食
み
合
う
」
と
い
う
衝
撃
を
与
え
た
弱
肉
強
食
の
光
景
は
、
字
義
通
り
に
受
け

取
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
人
間
社
会
の
隠
喩
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
両
義
が
自
然
に
重
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
に
衆
生

と
い
う
概
念
の
す
ぐ
れ
た
特
徴
が
あ
る
。
自
ら
を
小
鳥
に
啄
ま
れ
る
虫
に
、
蛙
を
食
べ
る
少
年
に
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
通
し
て
、
菩

薩
の
思
惟
は
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る(11)。

2
、
衆
生
の
繫
が
り

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
出
家
後
六
年
の
苦
行
を
経
て
仏
陀
と
な
る
が
、
そ
の
目
覚
め
の
根
底
に
は
、
一
切
衆
生
が
無
始
以
来
の
生
死
流
転

に
お
い
て
親
族
関
係
に
あ
る
こ
と
を
見
通
す
智
慧
が
あ
っ
た
。
こ
の
洞
察
は
、
多
く
の
釈
尊
伝
に
お
い
て
樹
下
観
耕
と
結
び
つ
い
た
形

で
説
か
れ
て
い
る
。
自
己
の
身
体
を
無
に
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
断
食
苦
行
を
放
棄
す
る
決
断
を
下
し
た
と
き
、
菩
薩
が
想
起
し
て
い

た
の
は
、
若
き
日
の
閻
浮
樹
下
の
禅
定
体
験
で
あ
っ
た(12)。
例
え
ば
『
過
去
現
在
因
果
経
』
に
お
い
て
、
菩
薩
は
「
最
も
真
正
な
る
法
」

と
し
て
閻
浮
樹
下
の
思
惟
を
思
い
出
し
て
い
る
。

苦
行
を
修
す
る
こ
と
満
六
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
も
解
脱
を
得
ず
。
故
に
道
に
非
ざ
る
を
知
る
。
昔
、
閻
浮
樹
下
に
在
り
て
思
惟

153

「群萌」あるいは「蜎飛蠕動之類」（井上尚実）



せ
し
所
の
法
、
離
欲
寂
静
に
し
て
、
是
れ
最
も
真
正
な
る
に
如
か
ず(13)。

こ
う
し
て
菩
薩
は
苦
行
の
坐
を
起
っ
て
尼
連
禅
河
で
沐
浴
し
、
村
娘
が
供
養
に
捧
げ
た
乳
粥
を
食
べ
て
体
力
を
回
復
し
た
後
、
菩
提

樹
の
下
に
坐
し
て
成
道
を
迎
え
る
。

成
道
の
夜
、
深
い
三
昧
の
中
で
釈
尊
が
最
初
に
獲
得
す
る
の
は
、〈
い
の
ち
〉
の
歴
史
を
見
通
す
「
宿
命
通
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

無
始
以
来
の
生
死
流
転
の
長
い
歴
史
の
中
に
衆
生
相
互
の
親
密
な
繫
が
り
を
認
め
る
智
慧
で
あ
り
、
仏
の
大
悲
心
の
源
泉
で
あ
る
。
こ

の
大
悲
心
の
発
起
に
つ
い
て
、『
仏
所
行
讃
』
は
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
述
べ
る
。

生
死
を
受
く
る
こ
と
無
量
、
一
切
の
衆
生
類
は
、
悉
く
曾
て
親
属
た
り
。
而
し
て
大
悲
心
を
起
こ
す
。
大
悲
心
に
念
じ
已
り
て
、

ま
た
彼
の
衆
生
を
観
ず
る
に
、
六
趣
の
中
に
輪
廻
し
て
、
生
死
は
窮
極
無
く
、
虚
偽
に
し
て
堅
固
な
る
も
の
の
無
き
こ
と
、
芭
蕉

夢
幻
の
如
し(14)。

釈
尊
は
〈
い
の
ち
〉
の
長
い
歴
史
を
洞
察
す
る
智
慧
に
よ
っ
て
、
個
々
バ
ラ
バ
ラ
な
「
異
生
」
の
在
り
方
、
弱
肉
強
食
の
悲
惨
を
超

え
さ
せ
る
大
悲
心
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
衆
生
相
互
の
慈
悲
心
、
共
感
や
親
愛
の
情
の
基
礎
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
生
き

も
の
に
対
し
て
も
「
先
身
の
時
、
必
ず
や
父
母
兄
弟
妻
子
た
り
」
と
思
う
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る(15)。
こ
の
教
え
は
大
乗
仏
教
に
広
く

継
承
さ
れ
、
例
え
ば
『
大
智
度
論
』
に
は
「
一
切
衆
生
は
無
量
世
中
に
、
父
母
兄
弟
姉
妹
親
親
に
非
ざ
る
者
無
し(16)」
と
引
か
れ
る
。
浄

土
教
の
伝
統
に
お
い
て
も
、
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
に
は
「
遠
く
通
ず
る
に
、
そ
れ
四
海
の
内
み
な
兄
弟
と
す
る
な
り
。
眷
属
無
量
な

り(17)」
と
あ
り
、
ま
た
『
歎
異
抄
』
第
五
章
に
伝
え
ら
れ
る
親
鸞
の
言
葉
の
中
に
も
「
一
切
の
有
情
は
、
み
な
も
っ
て
世
々
生
々
の
父
母

兄
弟
な
り(18)」
と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

3
、
無
量
の
慈
し
み
の
心

パ
ー
リ
語
の
古
い
経
集
『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
第
一
章
「
蛇
の
章(19)」
に
は
、「
慈
し
み
の
心
」（
Pāli.m
ettā,Skt.m
aitrī）
を
説
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く
『
慈
経
』
が
収
め
ら
れ
て
い
る(20)。
こ
の
十
偈
か
ら
な
る
短
い
経
は
、
上
座
部
に
お
い
て
日
常
的
に
読
誦
さ
れ
る
経
典
の
一
つ
で
広
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
偈
文
に
は
、
一
切
衆
生
の
安
楽
を
願
う
思
い
が
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
。

一
切
衆
生
が
安
楽
で
、
安
穏
で
、
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。（
一
四
五
偈
ｃ
ｄ
）

ど
ん
な
生
き
も
の
で
も
、
動
く
も
の
も
、
動
か
な
い
も
の
も
、
細
長
い
も
の
も
、
大
き
い
も
の
も
、
中
く
ら
い
の
も
の
も
、
短
い

も
の
も
、
微
細
な
も
の
も
、
巨
大
な
も
の
も
（
一
四
六
偈
）

い
ま
こ
こ
に
い
る
も
の
も
、
い
な
い
も
の
も
、
遠
く
に
住
む
も
の
も
、
近
く
に
住
む
も
の
も
、
す
で
に
生
ま
れ
て
い
る
も
の
も
、

生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
も
、
一
切
の
衆
生
が
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。（
一
四
七
偈
）

こ
の
よ
う
に
『
慈
経
』
に
お
い
て
は
、
そ
の
安
楽
を
願
う
べ
き
「
一
切
衆
生
（
sabbe
sattā）」
に
例
外
が
な
い
こ
と
を
強
調
す
る

た
め
に
「
ど
ん
な
生
き
も
の
で
も
（
ye
keci
pān.abhūtā）」
と
い
う
言
い
方
で
、
通
常
は
慈
し
み
を
覚
え
に
く
い
生
物
ま
で
網
羅
し

て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
動
物
の
み
な
ら
ず
植
物
も
含
ま
れ
、
ミ
ミ
ズ
や
蛇
の
よ
う
な
「
細
長
い
も
の
」（
dīrghā）

も
排
除
さ
れ
ず
、
肉
眼
で
は
見
え
な
い
「
微
細
な
も
の
」（
addit.t.ā）
ま
で
包
摂
さ
れ
る
。
こ
れ
は
初
期
漢
訳
経
典
に
お
い
て
「
一
切

衆
生
」
の
説
明
的
な
意
訳
の
中
に
「
群
萌
」
や
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
が
用
い
ら
れ
る
の
と
同
じ
趣
旨
で
あ
り
、
仏
教
に
お
け
る
平
等
理

念
の
普
遍
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
生
類
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
異
形
異
質
な
人
間
を
嫌
悪
せ
ず
排
除
し
な
い
こ
と
の

隠
喩
と
も
解
さ
れ
る
。
こ
の
後
に
続
く
結
論
部
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
生
態
系
と
人
間
社
会
は
相
似
す
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
た
か
も
母
親
が
一
人
息
子
を
命
が
け
で
護
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
一
切
衆
生
に
対
し
て
、
無
量
の
〔
慈
し
み
の
〕
心
を
起
こ

す
が
よ
い
。（
一
四
九
偈
）

一
切
世
間
に
、
無
量
の
慈
し
み
の
心
を
起
こ
す
が
よ
い
。
上
に
向
か
っ
て
も
、
下
に
向
か
っ
て
も
、
ま
た
横
に
も
、
隔
て
な
く
怨

み
な
く
敵
意
な
く
、（
一
五
〇
偈
）

立
っ
て
い
て
も
、
歩
い
て
い
て
も
、
坐
っ
て
い
て
も
、
横
に
な
っ
て
も
、
眠
っ
て
い
る
と
き
の
ほ
か
は
、
こ
の
〔
慈
し
み
の
〕
念
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を
し
っ
か
り
保
持
す
る
が
よ
い
。
こ
の
世
で
は
こ
れ
を
崇
高
な
在
り
方
と
い
う
。（
一
五
一
偈
）

母
親
が
独
り
子
に
抱
く
よ
う
な
慈
し
み
の
心
を
す
べ
て
の
衆
生
に
対
し
て
起
こ
す
と
い
う
の
は
、
現
実
的
に
は
達
成
不
可
能
と
思
わ

れ
る
よ
う
な
高
い
理
想
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
い
の
ち
の
繫
が
り
」
を
見
通
し
た
仏
の
大
悲
心
に
基
づ
く
悲
願
で
あ
る
。
こ
こ
に

示
さ
れ
る
平
等
な
慈
悲
を
完
全
に
成
就
す
る
た
め
に
は
、「
無
量
」（
aparim
ān.a）
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
慈
し
み
の
「
念
」（
sati）

を
普
く
持
続
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
個
人
の
実
践
と
い
う
よ
り
も
、
一
切
衆
生
が
共
有
す
べ
き
「
崇
高
な
在
り
方
」

（
brahm
avihāra
梵
住
）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
慈
・
悲
・
喜
・
捨
の
四
無
量
心
と
し
て
、
大
乗
菩
薩
道
に
お
け
る
利
他
行
の
基

礎
と
な
る
も
の
で
あ
る(21)。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
『
大
般
涅
槃
経
』
師
子
吼
菩
薩
品
に
は
、
こ
の
四
無
量
心
こ
そ
が
仏
性
で
あ
り

「
大
信
心
」
で
あ
り
「
一
子
地
」
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る(22)。
親
鸞
は
そ
の
一
節
に
注
目
し
て
『
教
行
信
証
』
信
巻
の
「
本

願
信
心
願
成
就
文
」
に
続
く
要
所
に
引
用
し(23)、『
浄
土
和
讃
』
に
も
次
の
よ
う
に
詠
っ
て
い
る(24)。

平
等
心
を
う
る
と
き
を

一
子
地
と
な
づ
け
た
り

一
子
地
は
仏
性
な
り

安
養
に
い
た
り
て
さ
と
る
べ
し

こ
の
「
一
子
地
」
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
「
三
界
の
衆
生
を
わ
が
一
人
子
と
お
も
う
こ
と
を
う
る
を
一
子
地
と
い
う
な
り(25)」
と
的
確
な

注
を
付
し
、
仏
教
に
お
け
る
平
等
な
慈
悲
の
理
念
を
確
か
め
て
い
る
。

『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
一
五
一
偈
に
説
か
れ
る
慈
し
み
の
念
に
よ
る
「
崇
高
な
在
り
方
」
は
、『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
三
六
八
偈
に
よ
れ
ば
、

そ
の
ま
ま
涅
槃
に
到
る
道
で
あ
る
。
こ
れ
は
衆
生
の
平
等
な
繫
が
り
に
目
覚
め
る
こ
と
の
決
定
的
な
重
要
性
を
表
し
て
い
る
。

仏
陀
の
教
え
を
信
じ
、
慈
し
み
に
住
す
る
比
丘
は
、
心
の
働
き
が
静
ま
っ
て
安
楽
な
寂
静
の
境
地
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う(26)。

こ
こ
で
「
心
の
働
き
（
sam.khāra
形
成
作
用
）」
と
い
わ
れ
る
「
は
か
ら
い
」
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
自
我
を
構
想
す
る
「
有
身

見
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
仏
陀
の
教
説
を
信
じ
て
心
が
澄
み
（
pasanno）、
慈
し
み
に
住
す
る
（
m
ettāvihārī）
こ
と
に
よ
っ
て
静
ま

る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
涅
槃
に
到
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
か
れ
て
い
る(27)。
自
己
を
依
り
処
と
す
る
修
行
や
努
力
に
よ
っ
て
「
有
身
見
を
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破
す
」（
自
己
を
無
に
す
る
）
こ
と
が
不
可
能
な
の
は
、
釈
尊
の
苦
行
放
棄
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
仏
の

大
悲
に
よ
る
教
導
に
信
順
し
、
慈
し
み
に
住
す
る
こ
と
を
通
し
て
有
身
見
を
超
え
る
道
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
無

量
の
慈
し
み
の
心
が
、
信
心
を
通
し
て
仏
か
ら
衆
生
に
浸
透
し
て
い
く
と
い
う
基
本
的
な
構
造
と
方
向
は
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
「
大

慈
大
悲
」
と
同
様
で
あ
る
。
愚
か
で
自
己
中
心
的
な
凡
夫
の
心
に
「
す
べ
て
の
衆
生
と
共
に
」
と
い
う
念
い
が
起
こ
り
、
衆
生
へ
の
慈

し
み
の
念
が
保
持
さ
れ
る
の
は
、
仏
の
教
え
を
聞
き
、
大
慈
大
悲
の
働
き
を
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

三
、
仏
の
大
慈
大
悲
を
依
り
処
と
す
る
〈
弱
き
い
の
ち
〉
の
連
帯

人
間
を
「
平
等
で
多
様
な
い
の
ち
の
集
ま
り
」
と
し
て
捉
え
る
仏
教
の
視
座
は
、
大
乗
浄
土
教
の
人
間
観
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。

一
切
衆
生
を
摂
め
取
っ
て
誰
も
見
捨
て
な
い
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、
衆
生
の
中
で
も
特
に
〈
小
さ
く
弱
き
も
の
〉
を
念
頭
に
置
き
、
そ

の
救
済
を
課
題
と
す
る
。
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
の
が
、『
無
量
寿
経
』（
Sukhāvatīvyūha）
の
漢
訳
に
お
い
て
bahujana（
多

く
の
い
の
ち
）、
sarvasattva（
す
べ
て
の
い
の
ち
）
の
意
訳
に
用
い
ら
れ
る
「
群
萌
」「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
と
い
う
印
象
的
な
訳
語

で
あ
る
。「
繁
茂
す
る
雑
草
」「
群
れ
飛
ぶ
羽
虫
や
蠢
く
蛆
虫
の
類
い
」
と
い
う
の
は
、
世
間
に
お
い
て
あ
ま
り
好
ま
れ
な
い
〈
小
さ
く

て
厄
介
な
多
数
者
〉
で
あ
り
、
否
定
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
だ
暗
喩
で
あ
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
、
そ
の
よ
う
な
〈
多
く
の
弱
き

い
の
ち
〉
の
た
め
に
起
こ
さ
れ
成
就
し
た
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
の
大
慈
大
悲
に
よ
っ
て
、
多
く
の
弱
者
、
異
質

な
他
者
の
連
帯
が
促
さ
れ
、
平
等
な
救
済
が
実
現
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

1
、
繁
茂
す
る
雑
草

「
群
萌
」
は
初
期
漢
訳
経
典
、
特
に
竺
法
護
（
D
harm
araks.a）
の
古
訳
に
お
け
る
bahujana
の
翻
訳
語
で
あ
り
、
衆
生
へ
の
慈
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悲
を
説
く
文
脈
に
使
わ
れ
る
例
が
多
い
。
特
に
、
bahujanahitāya
bahujanasukhāya
lokānukam
pāya
atthāya
hitāya

sukhāya
devam
anussānam.（
多
く
の
人
々
の
福
祉
の
た
め
、
多
く
の
人
々
の
安
楽
の
た
め
、
世
間
に
対
す
る
憐
れ
み
の
た
め
、

神
々
と
人
々
の
利
益
と
福
祉
と
安
楽
の
た
め
）
と
い
う
パ
ー
リ
語
定
型
句
の
漢
訳
に
「
群
萌
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
例
え
ば
瞿
曇
僧
伽
提
婆
（
Gautam
a
Sam.ghadeva）
が
翻
訳
し
た
『
増
一
阿
含
経
』
の
中
で
、
如
来
出
世
の
意
義
を
表

す
こ
の
定
型
句
は
「
多
饒
益
人
安
隠
衆
生
愍
世
群
萌
。
欲
使
天
人
獲
其
福
祐
」
と
訳
さ
れ
て
い
る(28)。
大
乗
経
典
に
お
い
て
も
、
こ
の
定

型
句
は
如
来
に
よ
る
説
法
を
讃
え
る
文
脈
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る(29)。『
無
量
寿
経
』
の
場
合
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
は
ア
ー
ナ
ン
ダ

（
阿
難
）
の
問
い
を
受
け
て
説
き
出
さ
れ
る
が
、
釈
尊
は
そ
の
問
い
の
深
大
な
意
義
を
認
め
る
と
き
に
右
の
定
型
句
を
用
い
て
い
る(30)。

そ
の
箇
所
は
魏
訳
で
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

善
き
哉
や
。
阿
難
。
問
い
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
、
甚
だ
快
し
。
深
き
智
慧
・
真
妙
の
弁
才
を
発
し
て
衆
生
を
愍
念
し
て
こ
の
慧
義

を
問
え
り
。
如
来
、
無
蓋
の
大
悲
を
も
っ
て
三
界
を
矜
哀
し
た
ま
う
。
世
に
出
興
し
た
ま
う
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌

を
拯
い
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。
無
量
億
劫
に
値
い
た
て
ま
つ
る
こ
と
難
く
、
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
難

し
。
霊
瑞
華
の
時
あ
っ
て
時
に
乃
し
出
ず
る
が
ご
と
し
。
今
、
問
え
る
と
こ
ろ
は
饒
益
す
る
と
こ
ろ
多
し(31)。

こ
の
発
起
序
に
お
け
る
釈
尊
の
言
葉
を
親
鸞
は
重
視
し
、
そ
れ
を
引
い
て
『
教
行
信
証
』
教
巻
の
冒
頭
に
次
の
よ
う
に
言
明
す
る
。

そ
れ
、
真
実
の
教
を
顕
さ
ば
、
す
な
わ
ち
『
大
無
量
寿
経
』
こ
れ
な
り
。

こ
の
経
の
大
意
は
、
弥
陀
、
誓
い
を
超
発
し
て
、
広
く
法
蔵
を
開
き
て
、
凡
小
を
哀
れ
み
て
、
選
び
て
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ

と
を
い
た
す
。
釈
迦
、
世
に
出
興
し
て
、
道
教
を
光
闡
し
て
、
群
萌
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の
利
を
も
っ
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
。

こ
こ
を
も
っ
て
、
如
来
の
本
願
を
説
き
て
、
経
の
宗
致
と
す
。
す
な
わ
ち
、
仏
の
名
号
を
も
っ
て
、
経
の
体
と
す
る
な
り(32)。

こ
の
よ
う
に
、
親
鸞
に
よ
れ
ば
「
凡
小
を
哀
れ
み
」「
群
萌
を
拯
う
」
こ
と
が
阿
弥
陀
仏
と
釈
迦
仏
の
働
き
の
根
本
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
無
量
の
慈
し
み
の
心
、
大
慈
大
悲
心
の
妙
用
で
あ
る
。
煩
悩
具
足
の
凡
夫
が
本
願
を
信
じ
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
念
仏
す
る
こ
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と
は
、
如
来
の
大
悲
を
依
り
処
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
我
の
「
は
か
ら
い
」
を
超
え
、
無
量
の
慈
し
み
に
住
し
て
涅
槃
に
到
る
道
を

歩
む
こ
と
な
の
で
あ
る
。

2
、
群
れ
飛
ぶ
羽
虫
や
蠢
く
蛆
虫
の
類
い

「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
と
い
う
奇
妙
な
複
合
語
は
、
支
婁
迦
讖
（
Lokaks.em
a）
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
『
道
行
般
若
経
』『
般
舟
三

昧
経
』『
阿
閦
仏
国
経
』『
仏
説
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
樓
仏
壇
過
度
人
道
経
（
大
阿
弥
陀
経
）』
な
ど
の
中
で
sarvasattva
の
意
訳
に

用
い
ら
れ
る
。
特
に
『
大
阿
弥
陀
経
』
に
用
例
が
多
く
、
訳
語
と
し
て
は
「
群
萌
」
よ
り
も
古
い
。
支
婁
迦
讖
の
時
代
（
後
漢
、
二
世

紀
後
半
）
の
中
国
に
は
「
一
切
衆
生
」
と
い
う
イ
ン
ド
仏
教
の
概
念
に
対
応
す
る
漢
語
が
な
か
っ
た
の
で
、『
道
行
般
若
経
』
で
は

「
薩
和
薩
」
と
い
う
音
写
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
音
写
だ
け
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
そ
こ
で
説
明
的
に
用
い
ら
れ
た
の
が

「
諸
天
・
人
民
・（
及
）
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
と
い
う
表
現
で
あ
り
、「
諸
天
・
人
民
」
の
後
に
続
く
「
蜎
飛
蠕
動
」
と
い
う
熟
語
は
、
道

家
や
儒
家
の
文
献
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る(33)。
お
そ
ら
く
支
婁
迦
讖
が
『
慈
経
』（『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
一
四
六
偈
）
の
「
ど

ん
な
生
き
も
の
で
も
、
動
く
も
の
も
、
動
か
な
い
も
の
も
、
細
長
い
も
の
も
、
大
き
い
も
の
も
、
中
く
ら
い
の
も
の
も
、
短
い
も
の
も
、

微
細
な
も
の
も
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
「
衆
生
」
概
念
の
包
括
性
を
説
明
し
、
そ
れ
を
聞
い
た
翻
訳
チ
ー
ム
の
中
国
人
僧
が
、

身
近
で
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
る
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
と
い
う
複
合
語
を
案
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
群
萌
」
と
同
様
に
印
象

に
残
る
訳
語
で
あ
る
。
王
日
休
は
『
龍
舒
浄
土
文
』
の
中
で
「
蜎
飛
謂
微
細
飛
蟲
也
。
蠕
動
謂
微
細
蛆
蟲
也
。
若
此
者
仏
尚
化
度
。
況

於
人
乎
」
と
注
釈
し
て
い
る(34)。

『
大
阿
弥
陀
経
』
の
文
脈
で
は
、
ま
ず
発
起
序
に
於
い
て
釈
尊
が
阿
難
の
問
い
の
意
義
を
認
め
る
箇
所
に
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
が
用

い
ら
れ
る
。
先
に
引
い
た
よ
う
に
、
魏
訳
『
無
量
寿
経
』
で
は
「
群
萌
」
が
使
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

仏
言
は
く
。
善
い
哉
、
善
い
哉
。
賢
者
阿
難
。
汝
が
問
へ
る
所
は
甚
深
に
し
て
大
い
に
快
く
、
度
脱
す
る
所
多
し
。
若
し
仏
に
問
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は
ば
、
一
天
下
の
阿
羅
漢
・
辟
支
仏
を
供
養
し
、
諸
天
・
人
民
及
び
蜎
飛
蠕
動
之
類
に
布
施
す
る
こ
と
累
劫
な
ら
ん
に
勝
れ
る
こ

と
百
千
億
万
倍
也
。
仏
言
は
く
。
阿
難
、
今
、
諸
天
・
世
間
の
帝
王
・
人
民
及
び
蜎
飛
蠕
動
の
類
、
汝
、
皆
之
を
度
脱
す(35)。

こ
こ
で
「
一
切
衆
生
」
の
説
明
的
な
漢
訳
と
し
て
、
上
か
ら
階
層
順
に
「
諸
天
・
世
間
の
帝
王
・
人
民
」
と
列
挙
す
る
末
尾
に
「
蜎

飛
蠕
動
之
類
」
が
く
る
の
で
、
こ
れ
が
自
然
界
や
人
間
社
会
の
底
辺
に
位
置
す
る
小
さ
く
弱
き
い
の
ち
の
総
称
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。「
群
れ
飛
ぶ
羽
虫
や
蠢
く
蛆
虫
の
類
い
」
と
い
う
の
は
、
字
義
通
り
に
何
ら
か
の
「
虫
た
ち
」
を
指
し
て
い
る
と
い
う
よ
り

も
、
世
間
に
お
い
て
「
虫
け
ら
」
の
よ
う
な
生
存
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
苦
し
み
多
き
も
の
の
暗
喩
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う(36)。

阿
弥
陀
仏
は
、
そ
の
本
願
の
冒
頭
に
お
い
て
三
悪
趣
（
地
獄
・
畜
生
・
餓
鬼
）
が
存
在
し
な
い
仏
国
土
と
し
て
浄
土
を
願
う
が
、

『
大
阿
弥
陀
経
』
第
一
願
の
場
合
に
は
、
こ
の
三
悪
趣
に
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
虫
た
ち
」
が

〈
小
さ
く
弱
く
苦
し
み
多
き
も
の
〉
の
暗
喩
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

第
一
に
願
ず
ら
く
「
そ
れ
が
し
作
仏
せ
し
め
ん
時
、
我
が
国
中
に
泥
犁
・
禽
獣
・
薜
荔
・
蜎
飛
蠕
動
の
類
あ
る
こ
と
な
か
ら
し
め

ん
。
こ
の
願
を
得
て
い
ま
し
作
仏
せ
ん
。
こ
の
願
を
得
ず
は
、
終
に
作
仏
せ
じ
」
と(37)。

『
大
阿
弥
陀
経
』
の
二
十
四
の
本
願
の
う
ち
計
七
願
（
第
一
、
二
、
四
、
五
、
十
九
、
二
十
、
二
十
四
願
）
に
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」

が
用
い
ら
れ
る
が
、
右
の
第
一
願
の
ほ
か
は
す
べ
て
発
起
序
と
同
じ
よ
う
に
「
諸
天
・
人
民
」
に
続
く
形
で
あ
り
、「
一
切
衆
生
」「
十

方
衆
生
」
と
い
う
大
乗
の
旗
印
を
分
か
り
や
す
く
具
体
的
に
伝
え
る
用
法
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
第
四
願
と
第
二
十
四
願
に
は
、
す
べ

て
の
衆
生
が
阿
弥
陀
仏
の
名
字
を
聞
き
、
光
明
を
見
て
慈
し
み
の
心
を
抱
く
よ
う
に
と
願
わ
れ
て
い
る
。

第
四
に
願
ず
ら
く
「
そ
れ
が
し
作
仏
せ
し
め
ん
時
、
我
が
名
字
を
も
っ
て
、
み
な
八
方
上
下
無
央
数
の
仏
国
に
聞
こ
え
し
め
ん
。

み
な
、
諸
仏
お
の
お
の
比
丘
僧
大
衆
の
中
に
し
て
、
我
が
功
徳
・
国
土
の
善
を
説
か
し
め
ん
。
諸
天
・
人
民
・
蜎
飛
蠕
動
の
類
、

我
が
名
字
を
聞
き
て
慈
心
せ
ざ
る
は
な
け
ん
。
歓
喜
踊
躍
せ
ん
者
、
み
な
我
が
国
に
来
生
せ
し
め
ん
。
こ
の
願
を
得
て
い
ま
し
作

仏
せ
ん
。
こ
の
願
を
得
ず
は
、
終
に
作
仏
せ
じ
」
と(38)。
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こ
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
第
四
願
は
、
魏
訳
『
無
量
寿
経
』
で
は
第
十
七
願
「
諸
仏
称
名
」
と
第
十
八
願
「
至
心
信
楽
」
の
二
願
に
展

開
す
る
重
要
な
願
で
あ
る
。
親
鸞
は
こ
の
願
文
を
称
名
念
仏
が
真
実
行
で
あ
る
こ
と
の
教
証
と
し
て
『
教
行
信
証
』
行
巻
に
引
用
す
る

が
、
そ
の
と
き
特
に
着
目
し
て
い
た
の
は
、「
聞
我
名
字
莫
不
慈
心
」
と
い
う
一
節
に
違
い
な
い(39)。
仏
の
名
号
を
聞
い
た
衆
生
が
例
外

な
く
慈
し
み
の
心
を
抱
く
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
他
の
漢
訳
に
は
見
ら
れ
な
い
『
大
阿
弥
陀
経
』
第
四
願
の
特
徴
で
あ
り
、
前
出
『
ダ

ン
マ
パ
ダ
』
三
六
八
偈
の
「
仏
の
教
え
を
聞
い
て
信
じ
（
心
が
澄
み
）、
慈
し
み
に
住
し
て
安
楽
に
到
る
」
と
い
う
涅
槃
へ
の
道
と
重

な
る
。
こ
の
第
四
願
は
、
阿
弥
陀
仏
の
「
名
字
」
が
仏
の
働
き
を
担
い
、
す
べ
て
の
衆
生
に
慈
心
が
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
等
な

救
い
が
実
現
し
て
い
く
と
い
う
浄
土
教
の
救
済
原
理
を
示
し
て
い
る
。

第
四
願
の
「
聞
我
名
字
莫
不
慈
心
」
の
対
句
と
し
て
思
想
的
に
重
要
な
の
が
第
二
十
四
願
の
「
見
我
光
明
莫
不
慈
心
」
で
あ
る
。
こ

の
願
は
、「
無
量
光
」（
A
m
itābha
阿
弥
陀
）
と
い
う
名
前
に
表
さ
れ
て
い
る
仏
の
「
光
明
」
の
一
切
衆
生
へ
の
働
き
を
明
ら
か
に
す

る
。

第
二
十
四
に
願
ず
ら
く
「
そ
れ
が
し
作
仏
せ
し
め
ん
時
、
我
が
頂
中
の
光
明
絶
好
に
し
て
日
月
の
明
に
勝
る
こ
と
百
千
億
万
倍
な

ら
し
め
ん
。
絶
え
て
諸
仏
の
光
明
に
勝
れ
、
諸
の
無
央
数
の
天
下
幽
冥
の
処
を
焔
照
し
て
、
皆
ま
さ
に
大
い
に
明
ら
か
な
る
べ
し
。

諸
天
・
人
民
・
蜎
飛
蠕
動
の
類
、
我
が
光
明
を
見
て
慈
心
せ
ざ
る
は
な
け
ん
。
善
を
作
す
も
の
、
み
な
我
が
国
に
来
生
せ
し
め
ん
。

こ
の
願
を
得
て
い
ま
し
作
仏
せ
ん
。
こ
の
願
を
得
ず
は
、
終
に
作
仏
せ
じ
」
と(40)。

こ
の
願
の
前
半
は
魏
訳
『
無
量
寿
経
』
の
第
十
二
願
に
対
応
す
る
が
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
見
た
す
べ
て
の
衆
生
が
慈
し
み
の
心
を

抱
く
と
い
う
後
半
は
『
大
阿
弥
陀
経
』
第
二
十
四
願
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
成
就
文
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
「
蜎
飛
蠕
動
之

類
」
と
三
毒
煩
悩
に
汚
染
さ
れ
た
者
、
三
悪
趣
の
苦
し
み
に
責
め
苛
ま
れ
る
者
た
ち
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、

「
光
明
」
の
働
き
に
遇
っ
た
す
べ
て
の
者
が
慈
し
み
の
心
を
抱
き
歓
喜
す
る
こ
と
を
通
し
て
救
済
が
実
現
す
る
こ
と
を
説
く
。
親
鸞
は

そ
の
成
就
文
を
『
教
行
信
証
』
真
仏
土
巻
に
引
用
し
て
い
る
。
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諸
有
の
人
民
、
蜎
飛
蠕
動
の
類
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
見
ざ
る
こ
と
な
き
な
り
。
見
た
て
ま
つ
る
者
、
慈
心
歓
喜
せ
ざ
る
者
な
け

ん
。
世
間
諸
有
の
婬
泆
・
瞋
怒
・
愚
痴
の
者
、
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
見
た
て
ま
つ
り
て
、
善
を
作
さ
ざ
る
は
な
き
な
り
。
も
ろ
も

ろ
の
泥
梨
・
禽
狩
・
辟
茘
、
考
掠
勤
苦
の
処
に
あ
り
て
阿
弥
陀
仏
の
光
明
を
見
た
て
ま
つ
れ
ば
、
至
り
て
み
な
休
止
し
て
、
ま
た

治
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ど
も
、
死
し
て
後
、
憂
苦
を
解
脱
す
る
こ
と
を
得
ざ
る
者
は
な
き
な
り
。
阿
弥
陀
仏
の
光
明
と
名
と
は
、

八
方
上
下
無
窮
無
極
無
央
数
の
諸
仏
の
国
に
聞
か
し
め
た
ま
う
。
諸
天
人
民
、
聞
知
せ
ざ
る
は
な
し
。
聞
知
せ
ん
者
、
度
脱
せ
ざ

る
は
な
き
な
り(41)。

こ
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
第
二
十
四
願
成
就
文
は
、
親
鸞
が
参
照
し
依
拠
し
た
浄
土
七
高
僧
の
論
釈
に
は
引
か
れ
て
お
ら
ず
、
自
ら
の

読
解
に
よ
っ
て
重
視
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
親
鸞
が
こ
の
一
節
を
引
用
し
た
の
は
、
こ
こ
に
釈
尊
の
口
か
ら
、
本
願
他
力
に
よ
る

一
切
衆
生
の
救
済
の
あ
り
方
が
明
瞭
に
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
小
さ
く
弱
き
も
の
、
悩
み
苦
し
め
る
も
の
に
普
く
阿
弥
陀
仏

の
光
明
と
名
号
が
届
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
が
「
慈
心
歓
喜
」
す
る
と
こ
ろ
に
平
等
な
救
い
の
鍵
が
あ
る
。
如
来
の
大
慈

大
悲
心
は
、
光
明
・
名
号
を
通
し
て
一
切
衆
生
の
心
に
浸
透
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
社
会
に
広
く
作
用
を
及
ぼ
す
。
そ
の
よ
う
に
し

て
一
切
衆
生
が
如
来
の
無
量
の
慈
し
み
の
心
を
分
か
ち
合
う
と
き
、「
群
萌
」「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
含
む
多
様
な
い

の
ち
の
平
等
な
連
帯
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

3
、「
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
」

阿
弥
陀
仏
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
苦
悩
か
ら
解
放
す
る
「
一
切
衆
生
の
救
済
者
」（
Skt.sarvasattva-trātr.
(42
)）
で
あ
り
、

無
量
の
「
功
徳
の
宝
を
施
す
る
こ
と
」（
功
徳
回
向
、
Skt.pun.ya-parin.ām
anā）
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
い
な
る
慈
悲
を
成
就
す
る
。

こ
こ
で
「
功
徳
の
宝
」
と
い
う
の
は
、
自
己
中
心
的
な
計
算
の
混
じ
ら
な
い
「
純
粋
な
慈
悲
心
」「
平
等
心
」
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

が
阿
弥
陀
仏
か
ら
衆
生
に
贈
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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『
無
量
寿
経
憂
婆
提
舍
願
生
偈
』（『
浄
土
論
』）
を
著
し
「
普
く
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
と
共
に
、
安
楽
国
に
往
生
せ
ん
」
と
願
っ
た
世
親

（
V
asubandhu）
は
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
る
救
済
が
回
向
の
働
き
に
よ
っ
て
成
就
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。『
浄
土
論
』
解
義

分
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

い
か
ん
が
回
向
す
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
、
心
に
常
に
作
願
す
。
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
が
故
に(43)。

『
浄
土
論
』
の
文
脈
に
お
け
る
回
向
の
主
体
は
、
五
念
門
を
行
ず
る
「
善
男
子
善
女
人
」
で
あ
る
が
、
よ
り
根
源
的
に
は
大
悲
心
を

成
就
す
る
阿
弥
陀
仏
の
働
き
と
受
け
と
め
ら
れ
る
。
す
べ
て
の
苦
悩
す
る
衆
生
を
見
捨
て
な
い
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
心
は
、
広
く
衆
生
に

施
与
さ
れ
、
皆
が
そ
れ
を
賜
り
分
か
ち
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
回
向
に
よ
っ
て
大
悲
心
を
「
成
就
す
る
」
と
い
う

の
は
、
苦
悩
す
る
衆
生
の
心
に
大
悲
心
が
届
い
て
発
現
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

親
鸞
は
、
こ
の
世
親
の
『
浄
土
論
』
の
一
節
を
大
切
に
受
け
と
め
、『
教
行
信
証
』
の
行
巻
と
信
巻
の
要
所
に
引
用
し(44)、
晩
年
の

『
如
来
二
種
回
向
文
』
や
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』（
広
本
）
に
お
い
て
も
極
め
て
重
視
し
て
い
る
。
特
に
八
十
五
歳
の
三
月
に
加
筆
さ

れ
た
『
浄
土
三
経
往
生
文
類
』
の
還
相
回
向
に
関
す
る
部
分
で
は
、「
い
か
ん
が
回
向
し
た
ま
へ
る
。
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
し

て
、
心
に
常
に
作
願
す
ら
く
、
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
へ
る
が
ゆ
へ
に
と
の
た
ま
へ
り
」
と
、
敬
語
の

送
り
仮
名
を
付
し
た
漢
文
を
引
用
し
た
後
、「
こ
れ
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
宗
致
と
し
た
ま
へ
り
。
こ
れ
を
難
思
議
往
生
と
ま
ふ
す
な

り
」
と
結
論
し
て
い
る(45)。

お
わ
り
に

「
浄
土
の
慈
悲
」
の
可
能
性

〈
弱
き
い
の
ち
〉
の
連
帯
を
促
す
視
座
に
立
つ
大
乗
浄
土
教
の
人
間
観
は
、
国
家
や
民
族
が
利
己
的
に
傷
つ
け
合
う
世
界
、
多
く
の

人
々
が
苦
悩
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
、
自
然
な
相
互
扶
助
を
浸
透
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
。
自
己
の
欲
望
や
利
害
を
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中
心
に
生
き
る
凡
夫
が
、
阿
弥
陀
仏
の
大
悲
回
向
に
よ
っ
て
「
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
捨
て
ず
」
と
い
う
悲
願
を
共
有
す
る
も
の
と
な
る

な
ら
、
い
の
ち
の
繫
が
り
が
回
復
さ
れ
、
慈
し
み
の
心
に
よ
っ
て
社
会
的
苦
悩
は
軽
減
さ
れ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
浄
土
思
想
が
興
隆

し
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
、
中
国
・
朝
鮮
半
島
を
経
て
鎌
倉
時
代
の
日
本
に
到
る
ま
で
、「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
平
等
な
救
済
」
を

誓
う
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
教
え
は
、
戦
乱
や
飢
饉
に
苦
し
む
多
く
の
〈
弱
き
い
の
ち
〉
に
生
き
る
希
望
を
も
た
ら
し
、
大
悲
回
向
に
も

と
づ
く
互
助
・
協
同
を
促
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
は
、
本
願
念
仏
の
教
え
が
「
互
酬
の
高
次
元
に
お
け
る
回
復
」
を
可
能
に
す
る
普

遍
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る(46)。

親
鸞
の
晩
年
、
八
十
六
歳
か
ら
亡
く
な
る
九
十
歳
の
頃
の
日
本
列
島
は
大
飢
饉
の
渦
中
に
あ
り
、
こ
の
時
期
の
親
鸞
の
思
索
は
現
生

正
定
聚
と
大
慈
大
悲
心
・
還
相
回
向
の
問
題
に
集
中
し
て
深
化
し
て
い
る(47)。
そ
の
重
要
な
一
端
を
示
す
の
が
『
歎
異
抄
』
第
四
章
の
次

の
言
葉
で
あ
る
。

慈
悲
に
聖
道
・
浄
土
の
か
わ
り
め
あ
り
。
聖
道
の
慈
悲
と
い
う
は
、
も
の
を
あ
わ
れ
み
、
か
な
し
み
、
は
ぐ
く
む
な
り
。
し
か

れ
ど
も
、
お
も
う
が
ご
と
く
た
す
け
と
ぐ
る
こ
と
、
き
わ
め
て
あ
り
が
た
し
。
浄
土
の
慈
悲
と
い
う
は
、
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏

に
な
り
て
、
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
を
い
う
べ
き
な
り
。
今
生
に
、
い
か
に
い
と
お
し
不

便
と
お
も
う
と
も
、
存
知
の
ご
と
く
た
す
け
が
た
け
れ
ば
、
こ
の
慈
悲
始
終
な
し
。
し
か
れ
ば
念
仏
も
う
す
の
み
ぞ
、
す
え
と
お

り
た
る
大
慈
悲
心
に
て
そ
う
ろ
う
べ
き
と
云
々(48)。

親
鸞
思
想
に
大
き
な
影
響
を
受
け
た
吉
本
隆
明
は
、『
最
後
の
親
鸞
』
の
中
で
、
こ
の
『
歎
異
抄
』
第
四
章
の
言
説
に
注
目
し
て
次

の
よ
う
に
読
解
し
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
で
、
と
て
つ
も
な
い
思
想
に
つ
き
当
っ
て
い
る
。
も
し
、
自
力
と
〈
知
〉
に
よ
っ
て
他
者
を
愛
し
み
、
他

者
の
困
難
や
飢
餓
を
た
す
け
、
他
者
の
悲
歎
を
一
緒
に
悲
し
も
う
と
か
ん
が
え
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
現
世
的
な
制
約
の
た
め
に
中

途
半
端
に
お
わ
る
ほ
か
な
い
。
た
れ
も
、
完
全
に
成
遂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
は
諦
め
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
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で
は
な
く
、
実
践
的
な
帰
結
と
し
て
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
制
約
を
超
え
る
救
済
の
道
は
、
現
世
的
な
〈
は

か
ら
い
〉
と
お
さ
ら
ば
し
て
浄
土
を
択
び
、
仏
に
成
っ
て
、
ひ
と
た
び
は
現
世
的
な
制
約
の
〈
彼
岸
〉
へ
超
出
し
て
、
そ
こ
か
ら

逆
に
〈
此
岸
〉
へ
還
っ
て
自
在
に
人
々
を
た
す
け
益
す
る
ほ
か
道
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
念
仏
を
と
な
え
、
い
そ
ぎ
成
仏
し
て
、

現
世
的
な
も
の
の
〈
彼
岸
〉
へ
ゆ
く
こ
と
を
か
ん
が
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
最
後
ま
で
衆
生
へ
の
慈
悲
を
つ
ら
ぬ
き

と
お
す
透
徹
し
た
道
で
あ
る
、
と
(49
)。

自
力
の
〈
は
か
ら
い
〉
が
混
じ
っ
た
「
聖
道
の
慈
悲
」
を
「
す
え
と
お
り
た
る
大
慈
悲
心
」
に
変
容
さ
せ
る
契
機
と
な
る
の
は
、
本

願
の
念
仏
を
称
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
と
い
う
「
浄
土
の
慈
悲
」
の
前
段
は
、
如
来
の
大
悲
回
向

を
信
受
し
て
正
定
聚
に
住
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
親
鸞
は
同
時
期
の
消
息
の
中
で
、
正
定
聚
に
住
し
た
念
仏
者
は

「
あ
さ
ま
し
き
不
浄
造
悪
の
身
な
れ
ど
も
、
心
は
す
で
に
如
来
と
ひ
と
し
け
れ
ば
、
如
来
と
申
す
こ
と
も
あ
る
べ
し(50)」
と
述
べ
て
お
り
、

『
歎
異
抄
』
第
四
章
の
「
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
と
い
う
簡
潔
で
大
胆
な
言
い
方
も
、「
心
は
す
で
に
如
来
と
等
し
き
正
定
聚
の
仲
間
入

り
を
し
て
」
と
い
う
意
味
の
誇
張
法
と
考
え
ら
れ
る
。
正
定
聚
の
一
員
と
な
り
、「
私
が
」
と
い
う
〈
は
か
ら
い
〉
が
消
え
た
と
き
、

初
め
て
「
大
慈
大
悲
心
を
も
っ
て
、
お
も
う
が
ご
と
く
衆
生
を
利
益
す
る
」
こ
と
が
集
合
的
に
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

称
名
念
仏
を
通
し
て
如
来
の
大
悲
回
向
に
参
入
し
、
帰
一
し
て
い
く
錬
金
術
的
自
己
変
貌
に
つ
い
て(51)、『
正
像
末
法
和
讃
』
に
は
次
の

よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
。

南
無
阿
弥
陀
仏
を
と
な
う
れ
ば

衆
善
海
水
の
ご
と
く
な
り

か
の
清
浄
の
善
み
に
え
た
り

ひ
と
し
く
衆
生
に
回
向
せ
ん

如
来
の
回
向
に
帰
入
し
て

願
作
仏
心
を
う
る
ひ
と
は

自
力
の
回
向
を
す
て
は
て
て

利
益
有
情
は
き
わ
も
な
し

弥
陀
智
願
の
広
海
に

凡
夫
善
悪
の
心
水
も
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帰
入
し
ぬ
れ
ば
す
な
わ
ち
に

大
悲
心
と
ぞ
転
ず
な
る(52)

こ
う
し
て
最
晩
年
の
思
想
的
文
脈
に
位
置
づ
け
て
み
る
と
、
親
鸞
が
語
る
「
浄
土
の
慈
悲
」
は
、『
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』
一
五
一
偈

や
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
三
六
八
偈
に
説
か
れ
る
「
無
量
の
慈
し
み
の
念
に
住
す
る
崇
高
な
在
り
方
」（
梵
住
）
と
通
底
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
年
老
い
た
親
鸞
が
深
い
願
い
を
込
め
て
語
っ
た
「
念
仏
し
て
、
い
そ
ぎ
仏
に
な
り
て
」
と
い
う
言
葉
は
、
自
己
中
心
的
で
し

か
あ
り
え
な
い
凡
夫
が
、
念
仏
を
通
し
て
仏
の
大
慈
大
悲
心
を
信
受
し
、
衆
生
の
た
め
に
、
衆
生
と
共
に
自
然
に
動
き
出
す
よ
う
な
、

〈
は
か
ら
い
〉
を
超
え
出
る
道
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
に
開
か
れ
た
平
等
な
目
覚
め
へ
の
道
で
あ
り
、

二
十
一
世
紀
の
世
界
に
変
わ
ら
ぬ
普
遍
性
を
有
す
る
「
群
萌
」
の
仏
道
で
あ
る
。

註(1
)
中
村
元
「
仏
教
に
お
け
る
人
間
観
の
特
徴
」
日
本
仏
教
学
会
編
『
仏
教
の
人
間
観
』（
平
楽
寺
書
店
、
一
九
六
八
年
）
一

二
五
頁
参

照
。

(2
)
保
坂
展
人
『
相
模
原
事
件
と
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

(3
)
「
凡
夫
／
異
生
」
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
。
袴
谷
憲
昭
「〈
凡
夫
〉
考
」『
駒
澤
短
期
大
學
仏
教
論
集
』
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三

三

四
五
頁
。
Richard
Gom
brich,W
hat
the
Buddha
T
hought
(Equinox,2009)
pp.204-205:“Puthujjana.”

N
obuo
H
aneda,T
he
D
evelopm
entofthe
Conceptofpr.thagjana,Culm
inating
in
Shan-T
ao’s
Pure
Land
T
hought:

T
he
Pure
Land
T
heory
of
Salvation
of
the
Inferior
(Ph.D
.D
issertation,1979),pp.7-16.

(4
)
拙
稿
「
法
の
流
れ
に
入
る
こ
と

現
生
正
定
聚
の
原
型
と
し
て
の
ソ
ー
タ
ー
パ
ン
ナ
」『
真
宗
研
究
』
第
六
〇
輯
（
二
〇
一
六
年
）

八
五

一
〇
六
頁
参
照
。

(5
)
Sum
an.gala-vilāsinī,PT
S,p.59.
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(6
)
「
樹
下
観
耕
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
多
く
の
仏
伝
経
典
に
説
か
れ
、
仏
教
美
術
と
し
て
、
そ
の
場
面
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
創
始
さ
れ
た
菩
薩

思
惟
像
の
台
座
浮
き
彫
り
に
描
か
れ
て
い
る
。
菩
薩
が
観
る
食
物
連
鎖
の
光
景
は
、
経
典
に
よ
っ
て
細
部
に
脚
色
が
見
ら
れ
る
。
出
典
に

つ
い
て
は
森
章
司
・
本
澤
綱
夫
・
岩
井
昌
悟
編
『
原
始
仏
教
聖
典
資
料
に
よ
る
釈
尊
伝
の
研
究
』【
3
】
資
料
集
篇
Ⅱ
「
仏
伝
諸
経
典
お

よ
び
仏
伝
関
係
諸
資
料
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
別
出
典
要
覧
」（
中
央
学
術
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年
）
五
一

五
三
頁
を
参
照
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫

刻
の
作
品
に
つ
い
て
は
栗
田
功
編
著
『
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
Ⅰ
仏
伝
』（
二
玄
社
、
一
九
八
八
年
）
図
一
二
九

一
三
三
、
解
説
二
八
五
頁

を
参
照
。
仏
教
に
お
け
る
閻
浮
樹
の
意
味
に
つ
い
て
は
田
辺
和
子
「
閻
浮
樹

は
じ
め
て
の
瞑
想
の
樹
」（
中
村
元
編
著
『
仏
教
植
物

散
策
』〈
一
九
八
六
年
、
東
京
書
籍
〉
所
収
）
参
照
。

(7
)
『
大
正
蔵
』
第
三
巻
四
六
七
頁
ｂ
二
二

二
四
。
菩
薩
に
か
か
る
閻
浮
樹
の
影
が
時
を
経
て
も
移
動
し
な
い
と
い
う
の
が
奇
瑞
表
現
の

原
型
で
あ
っ
た
が
、『
修
行
本
起
経
』
で
は
よ
り
積
極
的
に
、
樹
が
そ
の
枝
を
曲
げ
て
思
惟
す
る
菩
薩
に
陽
が
当
た
ら
な
い
よ
う
に
動
く

形
に
な
っ
て
い
る
。
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
サ
フ
リ
・
バ
ー
ロ
ル
出
土
の
「
樹
下
観
耕
」
菩
薩
思
惟
像
（
栗
田
註
(6
)前

掲
書
、
図
一
三
一
）
は
、
湾
曲
し
た
枝
が
懸
蓋
の
よ
う
に
菩
薩
の
頭
上
を
覆
っ
て
い
る
。
堀
辰
雄
は
「
樹
下
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
ー

（『
大
和
路
・
信
濃
路
』
所
収
）
の
中
で
、
こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
菩
薩
像
に
言
及
し
て
い
る
。

(8
)
J.J.Jones,trans.T
he
M
ahāvastu,V
ol.II,p.42,note
3.平
岡
聡
『
ブ
ッ
ダ
の
大
い
な
る
物
語
・
上
』（
大
蔵
出
版
、
二
〇
一
〇

年
）
二
九
一
頁
。
Ｐ
Ｔ
Ｓ
の
パ
ー
リ
語
辞
典
も
dīgha
の
項
に
「
蛇
」
の
義
を
挙
げ
、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
』
の
こ
の
箇
所
に
お
け
る

dīrghaka
を
参
照
せ
よ
と
あ
る
。
こ
の
語
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
形
drighea
は
、
近
年
発
見
さ
れ
た
バ
ジ
ョ
ー
ル
出
土
仏
教
写
本
断
簡
の

中
に
も
、
人
を
脅
か
す
も
の
の
リ
ス
ト
中
に
出
て
く
る
。
Ingo
Strauch,“T
he
Bajaur
Collection:
A
N
ew
Collection
of

K
haros.t.hī
M
anuscripts‒
A
Prelim
inary
Catalogue
and
Survey‒,”
O
nline
V
ersion
1.1
(M
ay
2008),p.43,note
57.

(9
)
Ém
ile
Senart,Le
M
ahâvastu,vol.1,p.45.

(10
)
Ibid.p.46.こ
の
特
色
あ
る
大
乗
的
フ
レ
ー
ズ
は
、『
マ
ハ
ー
ヴ
ァ
ス
ト
ゥ
』
の
ほ
か
に
、『
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
』
第
十
一
章
「
農
耕

品
kr.s.igrām
aparivarta」
に
お
い
て
樹
下
禅
定
菩
薩
を
讃
嘆
す
る
偈
文
に
使
わ
れ
て
い
る
。
P.L.V
aidya
ed.,Lalitavistara,p.91.

外
園
幸
一
『
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
の
研
究
』
上
巻
（
大
東
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
五
三
八
頁
、
田
久
保
周
譽
「
梵
文
Lalita-V
istara

167

「群萌」あるいは「蜎飛蠕動之類」（井上尚実）



（
樹
下
観
犁
品
）
の
研
究
」（『
聖
語
研
究
』
第
三
輯
、
一
九
三
五
年
、
四
一

五
八
頁
）
参
照
。
漢
訳
で
対
応
す
る
偈
文
が
あ
る
の
は
、

ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
出
身
の
闍
那
崛
多
（
Jñānagupta）
が
訳
出
し
た
『
仏
本
行
集
経
』
遊
戲
觀
矚
品
（『
大
正
蔵
』
第
三
巻
七
〇
六
頁
ｂ

ｃ
）。

(11
)
「
閻
浮
樹
下
の
瞑
想
」
の
す
ぐ
れ
た
宗
教
的
解
釈
と
し
て
、
信
國
淳
「
人
に
生
ま
れ
て
」（『
い
の
ち
、
み
な
生
き
ら
る
べ
し
』
樹
心
社
、

二
〇
〇
七
年
、
一
六
七

一
八
五
頁
）
を
参
照
。
信
國
は
自
ら
の
幼
少
期
の
原
体
験
に
重
ね
る
と
と
も
に
、
若
き
リ
ル
ケ
が
「
回
心
」
の

体
験
を
詠
っ
た
次
の
詩
節
に
結
び
つ
け
て
受
け
と
め
て
い
る
。

「
あ
た
か
も
牢
獄
を
逃
る
る
ご
と
く
、

人
は
自
己
の
前
を
逃
れ
ん
と
す
れ
ど
も
、

世
に
一
つ
の
大
い
な
る
奇
蹟
あ
り
、

我
は
感
ず
、
い
の
ち
、
み
な
生
き
ら
る
べ
し
、
と
。」（
リ
ル
ケ
『
時
禱
集
』
第
二
章
「
巡
礼
の
書
」）

(12
)
閻
浮
樹
下
の
禅
定
を
想
起
し
て
苦
行
を
放
棄
し
た
と
い
う
の
は
大
乗
的
な
仏
伝
に
特
有
の
展
開
で
あ
り
、
仏
陀
の
成
道
の
意
義
を
よ
り

鮮
明
に
し
て
い
る
。
出
典
は
前
掲
註
(6
)森
・
本
澤
・
岩
井
編
「
仏
伝
諸
経
典
お
よ
び
仏
伝
関
係
諸
資
料
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
別
出
典
要
覧
」

八
二

八
四
頁
参
照
。

(13
)
『
大
正
蔵
』
第
三
巻
六
三
九
頁
ａ
二
七

二
九
。

(14
)
『
大
正
蔵
』
第
四
巻
二
六
頁
ｃ
二
八

二
七
頁
ａ
三
。

(15
)
Sam.yutta
N
ikāya
15.A
nam
ataggasam.yutta14-19.PT
S,S
ii,p.189:M
ātusutta,Pitusutta,Bhātusutta,Bhaginisutta,

Puttasutta,D
hītusutta.『
別
訳
雜
阿
含
経
』
三
三
八
（『
大
正
蔵
』
第
二
巻
四
八
七
頁
ａ
二
三

ｂ
一
）。『
雜
阿
含
経
』
九
四
五
（『
大

正
蔵
』
第
二
巻
二
四
一
頁
ｃ
二
七

二
四
二
頁
ａ
七
）
な
ど
。

(16
)
『
大
正
蔵
』
第
二
五
巻
一
二
〇
頁
ａ
一
四

一
五
。

(17
)
『
大
正
蔵
』
第
四
〇
巻
八
三
八
頁
ｂ
三

五
。

(18
)
『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
七
二
九
頁
ａ
一
八

一
九
。
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(19
)
「
蛇
の
章
」（
U
raga
vagga）
と
い
う
章
題
は
、
冒
頭
の
『
蛇
経
』（
U
raga
sutta）
に
由
来
す
る
。
そ
の
偈
文
に
は
「
あ
た
か
も
蛇

が
古
い
皮
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
に
」
と
い
う
反
復
句
が
あ
り
、
そ
れ
は
身
体
を
脱
す
る
形
で
の
新
生
を
表
し
て
い
る
。
パ
ー
リ
語
uraga

は
、
語
源
的
に
は
「
胸
や
腹
（
ura）
で
行
く
（
ga）」「
地
を
這
う
も
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
蛇
類
一
般
を
指
す
。
蛇
は
、
抜
け
殻

を
残
す
脱
皮
の
形
態
か
ら
、
イ
ン
ド
文
化
に
お
い
て
宗
教
的
再
生
の
象
徴
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
宮
坂
宥
勝
『
ブ
ッ
ダ
の
教
え

ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
』（
法
藏
館
、
二
〇
〇
二
年
）
二
七
七

二
八
〇
頁
の
註
解
六
、
一
〇
を
参
照
。

(20
)
Sutta-N
ipāta,new
ed.by
D
ines
A
ndersen
and
H
elm
er
Sm
ith
(PT
S,1997),pp.25-26.和
訳
は
宮
坂
宥
勝
註
(19
)前
掲
書

六
五

六
六
頁
参
照
。

(21
)
大
乗
仏
教
、
特
に
浄
土
教
の
伝
統
に
お
け
る
四
無
量
心
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
島
義
厚
「
四
無
量
心
と
廻
向
」（『
日
本
仏
教
学
会
年

報
』
第
七
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
三

五
五
頁
）
参
照
。

(22
)
『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
五
五
六
頁
ｃ
一
四

五
五
七
頁
ａ
二
。

(23
)
『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
六
〇
五
頁
ａ
八

二
五
。

(24
)
『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
六
五
九
頁
ａ
七

九
。

(25
)
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
和
讃
篇
五
六
頁
、
左
訓
。

(26
)
D
ham
m
apada,ed.by
O
.von
H
inüber
and
K
.R.N
orm
an
(PT
S,1994),p.104:“M
ettāvihārī
yo
bhikkhu
pasanno

buddhasāsane
adhigacche
padam.
santam.
sam.khārūpasam
am.
sukham.”

(27
)
こ
こ
の
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
三
六
八
偈
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
動
詞
adhigacche
が
願
望
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
涅
槃
に
到
達
す
る
可
能

性
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
、
事
実
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
名
和
隆
乾
「
パ
ー
リ
聖
典

に
お
け
る
四
無
量
心
の
予
備
的
研
究

四
無
量
心
と
涅
槃
の
関
係
に
つ
い
て

」（『
真
宗
文
化
』
第
二
五
号
、
真
宗
文
化
研
究
所
、

二
〇
一
六
年
、
一

二
一
頁
）
を
、
ま
た
『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』
三
六
八
偈
の
解
釈
を
中
心
に
初
期
仏
教
に
お
け
る
四
無
量
心
の
重
要
性
に
つ

い
て
ま
と
め
た
近
年
の
研
究
と
し
て
以
下
を
参
照
。
A
nālayo,
E
arly
Buddhist
M
editation
Studies
(Barre
Center
for

Buddhist
Studies,2017),pp.177-198.
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(28
)
『
大
正
蔵
』
第
二
巻
五
六
一
頁
ａ
八

一
六
。
A
nguttara
N
ikaya
1.13.1.

(29
)
バ
ジ
ョ
ー
ル
出
土
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
大
乗
経
典
写
本
の
「
序
分
」
に
あ
た
る
箇
所
に
も
、
こ
の
定
型
句
（
後
半
部
分
）
が
確
認
さ
れ
る
。

そ
こ
で
は
bahujana
hitāya
に
該
当
す
る
部
分
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
で
“sarvasatva
[hidae]”と
な
っ
て
い
る
。
Ingo
Strauch,“T
he

Bajaur
Collection,”
O
nline
V
ersion
1.1,pp.54-55,note
84.ま
た
『
法
華
経
』
の
方
便
品
・
譬
喩
品
に
も
同
様
の
文
脈
に
こ
の
定

型
句
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
植
木
雅
俊
『
梵
漢
和
対
照
・
現
代
語
訳
法
華
経
上
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
〇

一
〇
一
頁
、

二
〇
八

二
〇
九
頁
参
照
。

(30
)
藤
田
宏
達
『
梵
文
無
量
寿
経
・
梵
文
阿
弥
陀
経
』（
法
藏
館
、
二
〇
一
一
年
）
七
頁
、『
新
訂
梵
文
和
訳
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』

（
法
藏
館
、
二
〇
一
五
年
）
五
九
頁
。

(31
)
『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
二
六
六
頁
ｃ
一
〇

一
五
。
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
〈
流
布
本
〉
に
よ
る
。

(32
)
『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
五
八
九
頁
ｂ
七

一
一
。

(33
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ポ
ー
ル
・
ハ
リ
ソ
ン
に
よ
る
『
般
舟
三
昧
経
』
の
英
訳
注
を
参
照
。
Paul
H
arrison,
T
he
Sam
ādhi
of

D
irectE
ncounter
w
ith
the
Buddhas
ofthe
Present:A
n
A
nnotated
E
nglish
T
ranslation
ofthe
T
ibetan
V
ersion
ofthe

Pratyutpanna-Buddha-Sam.m
ukhāvasthita-Sam
ādhi-Sūtra. (T
okyo:T
he
InternationalInstitute
for
Buddhist
Studies,

1990),pp.246-247,N
ote
29.後
漢
以
前
の
「
蜎
飛
蠕
動
」
の
用
例
は
『
中
國
哲
學
書
電
子
化
計
劃
』（
Chinese
T
ext
Project）
の

サ
イ
ト
で
検
索
す
る
と
『
鬼
谷
子
・
揣
篇
』
や
班
固
『
白
虎
通
徳
論
』
等
に
見
ら
れ
る
。

(34
)
『
大
正
蔵
』
第
四
七
巻
二
五
七
頁
ｃ
二
一

二
二
。

(35
)
『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
三
〇
〇
頁
ｂ
七

一
二
。

(36
)
暗
喩
が
人
の
心
に
訴
え
る
力
を
も
つ
の
は
、
そ
の
両
義
性
に
よ
る
。「
蜎
飛
蠕
動
」
の
場
合
も
具
体
的
な
虫
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
そ
れ
を

人
間
に
当
て
は
め
た
解
釈
の
両
方
が
成
り
立
つ
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
、
暗
喩
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
け

で
な
く
、
自
ら
を
「
蜎
飛
蠕
動
之
類
」
と
受
け
と
め
る
詩
的
・
宗
教
的
感
受
性
で
あ
る
。
真
宗
門
徒
の
小
林
一
茶
に
は
「
蜎
飛
蠕
動
」
と

の
連
帯
を
詠
ん
だ
次
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。「
蚯み

み
ず

諷う
た

ひ
蚊
が
餅
を
つ
く
盆
の
月
」（『
七
番
日
記
』）、「
な
む
あ
み
だ
仏
の
方
よ
り
鳴
蚊
哉
」
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（『
八
番
日
記
』）。
福
沢
諭
吉
も
、
自
ら
を
「
孑ぼ
う

孑ふ
ら

」「
蛆
虫
」
と
受
け
と
め
る
自
覚
を
語
っ
て
お
り
（「
人
間
の
安
心
」『
福
翁
百
話
』）、

そ
れ
は
真
宗
の
妙
好
人
で
あ
っ
た
母
親
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
阿
満
利
麿
は
「「
蛆
虫
」
つ
ま
り
「
凡
夫
」
の
自
覚

が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
救
済
原
理
と
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人

間
の
「
至
尊
」
性
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
日
本
精
神
史

自
然
宗
教
の
逆
襲
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
七
年
、

二
六
一
頁
）。

(37
)
『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
三
〇
一
頁
ａ
二
四

二
六
。「
泥
犁
」
と
「
薜
荔
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
niraya
と
preta
に

対
応
す
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
語
の
音
写
で
、「
地
獄
」
と
「
餓
鬼
」
を
意
味
す
る
。

(38
)
『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
三
〇
一
頁
ｂ
八

一
三
。

(39
)
『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
五
九
〇
頁
ｂ
八

一
四
。

(40
)
『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
三
〇
二
頁
ｂ
九

一
四
。

(41
)
『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
六
二
一
頁
ｂ
一
五

二
三
。『
大
阿
弥
陀
経
』
の
原
文
は
『
大
正
蔵
』
第
一
二
巻
三
〇
三
頁
ａ
一
一

一
八
。

(42
)
藤
田
宏
達
『
梵
文
無
量
寿
経
・
梵
文
阿
弥
陀
経
』
一
一
頁
一
一
行
、『
新
訂
梵
文
和
訳
無
量
寿
経
・
阿
弥
陀
経
』（
法
藏
館
、
二
〇
一

五
年
）
六
八
頁
一
五
行
。
sarvasattva-trātā
は
魏
訳
『
無
量
寿
経
』
嘆
仏
偈
の
「
一
切
恐
懼

為
作
大
安
」
に
該
当
す
る
。

(43
)
『
大
正
蔵
』
第
二
六
巻
二
三
一
頁
ｂ
二
三

二
四
。

(44
)
行
巻
で
は
曇
鸞
の
『
浄
土
論
註
』
の
引
用
の
中
で
こ
の
回
向
文
釈
を
引
く
。『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
五
九
三
頁
ａ
二
一

二
二
。
信
巻

で
は
欲
生
心
釈
に
「
欲
生
即
是
回
向
心
。
斯
則
大
悲
心
故
、
疑
蓋
無
雑
」
と
述
べ
た
後
に
『
浄
土
論
』
か
ら
引
い
て
い
る
。『
大
正
蔵
』

第
八
三
巻
六
〇
六
頁
ａ
八

九
。

(45
)
『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
六
七
六
頁
ａ
三

七
。

(46
)
柄
谷
行
人
は
『
世
界
史
の
構
造
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
の
な
か
で
「
贈
与
と
返
礼
の
高
次
元
で
の
回
復
」
を
「
交
換
様
式
Ｄ
」

と
し
て
提
示
し
、
歴
史
上
そ
れ
を
実
現
し
た
「
普
遍
宗
教
」
の
例
と
し
て
、
釈
尊
の
時
代
の
仏
教
と
親
鸞
の
時
代
の
浄
土
真
宗
を
挙
げ
て

い
る
（
第
二
部
第
四
章
、
二
二
六

二
三
〇
頁
）。
詳
し
く
は
拙
稿
「
普
遍
宗
教
と
し
て
の
浄
土
真
宗

無
償
の
贈
与
を
平
等
に
分
か
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ち
合
う
思
想

」（『
親
鸞
教
学
』
第
一
〇
〇
号
、
二
〇
一
二
年
、
五
九

八
四
頁
）
を
参
照
。

(47
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
現
生
正
定
聚
と
浄
土
の
慈
悲
：『
最
後
の
親
鸞
』
に
学
ぶ
（
一
）」（『
親
鸞
教
学
』
第
一
〇
四
号
、
二
〇
一

五
年
、
一

二
七
頁
）
参
照
。

(48
)
『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
七
二
九
頁
ａ
四

一
五
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代
的
表
記
に
改
め
た
。

(49
)
吉
本
隆
明
『
増
補

最
後
の
親
鸞
』（
春
秋
社
、
一
九
八
四
年
）
一
五

一
六
頁
。

(50
)
正
嘉
元
年
十
月
十
日
付
、
八
十
五
歳
の
親
鸞
が
門
弟
の
性
信
に
宛
て
た
法
語
。『
御
消
息
集
』
善
性
本
の
第
五
通
（『
末
燈
鈔
』
第
三

通
）。『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
七
一
二
頁
ｃ
二
六

二
七
。

(51
)
煩
悩
を
具
足
し
た
凡
夫
の
こ
こ
ろ
が
「
如
来
と
ひ
と
し
」
と
い
わ
れ
る
ま
で
に
変
容
す
る
の
は
、
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
不
可
思
議
な

「
錬
金
術
」
の
働
き
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
親
鸞
は
、
晩
年
の
『
唯
信
鈔
文
意
』
に
お
い
て
、
慈
愍
三
蔵
の
「
能
令
瓦
礫
変
成
金
」

と
い
う
譬
え
を
解
釈
す
る
中
で
考
察
し
て
い
る
（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
三
巻
和
文
篇
、
一
六
九
頁
）。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
か

わ
ら
・
つ
ぶ
て
を
こ
が
ね
に
か
え
な
さ
し
め
ん
が
ご
と
し
と
、
た
と
え
た
ま
え
る
な
り
。
り
ょ
う
し
・
あ
き
人
、
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
は
、

み
な
、
い
し
・
か
わ
ら
・
つ
ぶ
て
の
ご
と
く
な
る
わ
れ
ら
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、「
瓦
礫
」
に
喩
え
ら
れ
る
よ
う
な
〈
弱
き
い
の
ち
〉

の
側
に
立
っ
て
連
帯
す
る
「
わ
れ
ら
」
と
い
う
自
覚
で
あ
る
。

(52
)
一
首
目
は
親
鸞
の
真
筆
が
現
存
す
る
『
正
像
末
法
和
讃
』
草
稿
本
の
第
四
首
（『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
第
二
巻
和
讃
篇
一
四
三
頁
）。

二
首
目
は
『
正
像
末
法
和
讃
』
顕
智
書
写
本
の
第
廿
一
首
（『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
六
六
五
頁
ｂ
一
七

一
九
）。
三
首
目
は
顕
智
書
写
本

の
第
丗
九
首
（『
大
正
蔵
』
第
八
三
巻
六
六
六
頁
ａ
一
八

二
〇
）。
三
首
目
末
尾
の
「
大
悲
心
と
ぞ
転
ず
な
る
」
に
は
、「
さ
ま
ざ
ま
の

水
の
海
に
入
り
て
、
す
な
わ
ち
潮
と
な
る
が
ご
と
く
、
善
悪
の
心
の
水
、
み
な
大
悲
の
心
に
な
る
な
り
」
と
仮
名
左
訓
が
付
せ
ら
れ
て
い

る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

十
方
衆
生
、
一
子
地
、
大
悲
心
、
浄
土
の
慈
悲
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