
個

と
全
禮
と

の
關
係

に
つ

い
て

松

濤

誠

廉

個
と
全
髄
と
そ
の
相
互
の
關
係
は
本
來
人
間
に
内
在
す
る
興
味
の
中

心
で
あ

る
の
か
、
哲
學
の
初
期
、

こ
と
に
特
定
の
傳
統
や
細
か
い
分
化

や
そ
の
他
の
拘
束
の
な
い
自
由
な
智
の
世
界
に
あ

っ
て
は
常
に
考
え
ら

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
初
期
の
印
度
哲
學
で
も
同
様
で
、
宇
宙
原
理

と
し
て
の
梵
の
追
求
、

一
切
と
梵
の
關
係
、
梵
と
我
の
關
係
等
が
考
究

さ
れ
て
い
た
。
佛
教
に
於
い
て
も
宇
宙
人
生
の
思
索
、

一
切
法
無
常
、

室
、
無
我
、

一
切
法
と
眞
如
の
關
係
等
皆
こ
の
問
題
の
中
に
含
ま
れ
な

い
も
の
は
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
れ
等
の
問
題
か
ら
個
と
全
髄
と
の
同

一

の
問
題

を
中
心
に
し
て
考
え
て
み
た
い
。

古
ウ

パ
ニ
シ
ヤ
ッ
ド
ま
で
の
思
想
の
中
に
個
と
全
髄
と
の
關
係
を
見

る
場
合
、
そ
の
思
想
の
種
類
の
多
い
の
に
困
惑
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
思
想

の
流
れ
は
バ
ラ
モ
ン
が
圭
髄
と
な

っ
て
、
當
時
の
科
學
的
哲
學
的
宗
敢

的
な
立
場
に
お
い
て
な
さ
れ
た
眞
理
の
探
求
で
あ
る
こ
と
は
異
論
は
な

い
。
こ
の
思
想
全
髄
の
中
に
は
宗
敏
的
に
圭
宰
者
を
求
め
る
、
外
に
苦
行

や
解
脱
を
追
求
す
る
も
の
が
あ
る
。
圭
宰
者
を
求
め
る
中
に
も
婆
羅
門

系
濁
自

の
襲
達
と
先
佳
民
族
系

の
影
響
と
思
わ
れ
る
も
の
 (
シ
ヴ
ァ
紳
、

シ
ュ
ヴ
ェ
ー
タ
シ
ュ
ヴ
ァ
タ
ラ
・
ウ
バ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
三
ノ
四
と
五
)
 と
が
見
え

て
い
る
。
森
林
に
住
む
こ
と
は
ア
ー
ラ
ヌ
ヤ
カ
の
特
質
と
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
も
先
佳
民
族
の
影
響
の
現
わ
れ
と
解
繹
出
來
る
。
苦
行
節
制
・

行
作
が
奥
義
の
依
り
所
で
あ
る
と
さ
れ
 
(
ケ
ー
ナ
四
ノ
七
)
、
心
の
統

一

に
よ
つ
て
賢
者
は
ア
!
ト
マ
ン
を
認
識
す
る
 
(
カ
タ
ニ
ノ
二
一)
 等

の
圭

張
に
よ
れ
ば
、
苦
行
輝
定
が
圭
要
な
役
割
を
爲
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。

こ
の
苦
行
と
呼
ば
れ
る
そ
の
も
の
の
内
容

は
何
で
あ
る
か
釧
ら
な

い
が
、

ジ
ャ
イ
ナ
の
初
期
の
経
典
に
あ
る
も
の
に
似
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
は
、

一
概
に
正
し
く
な
い
と
は
云
う
こ
と
は
出
來
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
先
佳
民
族
が
所
有
す
る
暉
定
苦
行
の
影

響
の
現
わ
れ
の
初
め
は
、

苦
行
の
言
葉
の
出
る
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・ヴ

ェ
ー
ダ
に
あ
り
、
沙
門
の
言
葉

の

初
め
て
出
る
シ
ャ
タ
パ
タ
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
の
終

の
頃
よ
り
以
前
に
あ
る

と
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
梵
は
供
犠
の
基
礎

で
あ
る
「正
し
い
言
葉
」

の
意
味
か
ら
獲
見
さ
れ
た
に
し
て
も
、

ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
梵
の
内
容

は
供
犠
中
に
感
得
さ
れ
る
宗
敏
経
験
だ
け
で
は
説
明
出
來
な
い
。

一
切

は
梵
で
あ
る
と
い
い
、
梵
は
直
観
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
も

の

(
ケ
ー
ナ

個

と
全
髄

と
の
關
係

に

つ
い
て

(
松

濤
)

一
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個

と
全
髄

と
の
關
係

に
つ
い
て

(
松

濤
)

二

十
四
ノ
三
と
四
)
、
而
も
唯

一
で
あ
り
絶
封
、
遍
在
、
遍
通
、
不
生
不
滅
と

す
る
場
合
 
(
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
で
は
梵
と
我
と
は
同

一
で
あ
る
の
で
、

我
に
つ
い
て
の
描
爲
は
そ
の
ま
ま
梵
に
關
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
出

來
る
が
)
、
梵
は
軍
な
る
概
念
的
探
求
の
産
物

で
は
な
く
、
解
脱
直
観

を
室
間
認
識
、
場
の
感
魔
、
時
間
の
考
、
事
物
認
識
、
染
浄
等
と
關
係

せ
し
め
る
時
に
、
梵
に
附
與
さ
れ
た
夫

々
の
鵬
性
が
認
め
ら
れ
、
更
に

後
ち
に
そ
れ
と
智
と
の
交
渉
が
成
立
し
て
、
梵
の
屡
性
と
し
て
學
げ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
不
攣
絶
封
者
の
獲
見
で
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
満

足
し
て
、

こ
れ
と
現
象
個

々
と
の
關
係
に
は
あ
ま
り
興
味
を
見
い
出
さ

な
か
つ
た
。
結
局
上
述
の
も
の
を
基
礎
と
し
て
理
智
的
に
考
え
て
、
こ

の
世
界
は
梵
か
ら
離
れ
て
は
存
在
せ
ず
、
梵
か
ら
出
た
も
の
で
、
梵
に

蹄
る
と
考
え
た
 (
ダ
ス
グ
プ
タ
著
印
度
哲
學
史
一
巻
、
五

一
頁
)
。
こ
れ
を

一

つ
の
形
に
完
成
し
た
の
が
、

シ
ャ
ン
カ
ラ
の
マ
ー
ヤ
ー
説
で
あ
る
。

ジ
ャ
イ
ナ
敏
の
方
に
も

二

を
知
る
も
の
は

一
切
を
知
る
。

一
切
を

知
る
も
の
は

一
を
知
る
、
乃
至
、
一
を
屈
伏
す
る
も
の
は
多
を
屈
伏
し
、

多
を
屈
伏
す
る
も
の
は

一
を
屈
伏
す
る
」
と
云
う
表
現
が
、
現
存
最
古

の
経
典
ハで
あ
る
ア
ー
ヤ
ー
ラ
ン
ガ
 (
シ
ュ
ー
ブ
リ
ン
グ
敢
授
出
版
、
一
六
頁

二
四
行
以
下
)
 に
あ
る
が
、
こ
れ
は
諸
煩
悩
と
諸
の
苦
の
生
活
形
式
と
の

縁
起
的
關
係
を
読
く
う
ち
に
出
て
い
る
も
の
で
、
そ
こ
で
は

一
の
中
に

他
の
す

べ
て
が
内
在
す
る
と
云
う
こ
と
は
説
い
て
な
い
。
こ
れ
は
む
し

ろ
佛
教
の
十
二
因
縁

の
刹
那
縁
起
に
似
た
見
方
に
於

い
て
現
れ
た
も
の

と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
相
互
に
關
係
し
因
果
關
係
に
あ
る
も

の
が
、
關
係
的
、
内
在
的
な
意
味
で

一
つ
に
存
在
す
る
と
し
た
の
で
、

紳
秘
圭
義
的
内
容
に
ま
で
獲
展
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

原
始
佛
敏
の

一
切
法
苦
、
無
常
、
無
我
の
思
想
は
、
解
脆
の
理
論
家

で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
解
脱
の
實
際
家
で
あ

っ
た
繹
尊
に
あ

っ
て
は
、

人
を
解
脱
に
導
く
爲
め
に
立
て
ら
れ
た
、
事
物
現
象
の

一
切
法
に
封
す

る
考
え
方
、

心
組
み
で
、
佛
陀

の
弟
子
達
は
こ
の
心
組
み
に
よ
つ
て
現

實
に
、
封
境
か
ら
解
脱
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
(勿
論
、
解
脱
確
立
成
就

の
爲
め
に
は
出
家
生
活
や
そ
の
他
廣
い
意
味
で
の
信
と
行
と
が
重
大
な

役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
。
)
 解
脱
の
極
地
と

し
て
浬
葉
を
考
え
て
い
て
も
、

そ
の
内
容
に
佛
教
の
猫
自
の
解
繹
が
明

確
で
な
く
、
唯
だ
以
前
の
思
想
の
纏
績
で
、
現
象
界
の
外
に
あ
る
様
に

説
か
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
解
脱
に
よ

っ
て
見
な
お
さ
れ
た
現
實
乃

至

一
切
法
の
認
識
が
彼
等
に
あ

っ
た
に
相
違
な

い
が
、
こ
れ
等
は
総
て

敢
理
の
中
の
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
繹

尊
時
代
の
解
脱
内
容
が
、
教
理
の
進
ん
だ
大
乗

の
解
脱
よ
り
弱
髄
で
あ

る
と
は
考
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
解
脱
は
思
想
や
敢
理
そ
の
も
の
・

と
は
異
な
る
。
佛
教

の
教
理
は
解
脱
者
の
知
的
所
産
で
あ

っ
て
解
脱
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
解
脱
敢
理
の
獲
展
は

一
般
知
識

の
獲
達
に
よ
り
、

解
脱
内
容
が
よ
り
詳
細
に
、
よ
り
完
全
に
、
表
わ
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

(解
脱
と
智
と
の
異
な
る
鮎
を
更
に
明
ら
か
に
し
て
み
る
と
、
解
脱
は

人
格
全
髄
の
問
題
で
解
脱
人
格
の
完
、
不
完
は
あ
る
が
、
智
は
そ
の
人
の

知
的
能
力
と
経
験
内
容
の
蓄
積
で
あ
る
。
解
脱
者
の
み
知
る
智
の
封
象
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と
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
解
脱
人
格
完
成
へ
の
あ
る
途
上
に

於
い
て
得
ら
れ
る
解
脱
直
観
、
乃
至
、
そ
れ
を
中
心
と
す
る
そ
の
人
特

有
の
知
的
能
力
・知
内
容
か
ら
出
來
て
い
る

一
群
で
、永
遠
不
攣
の
も
の

で
は
な

い
。
ま
た
総
て
の
人
間
に
常
に
共
通
の
封
象
と
な
る
も
の
で
も

な
い
。
解
脱
に
よ
り
そ
の
人
の
知
的
活
動
は
圓
滑
に
な
り
從

っ
て
強
力

に
な
る
が
、
ま
た

一
方
あ
る
知
的
活
動
に
よ
り
ま
た
同
時
に
存
在
す
る

智

の
内
容
を
資
料
と
し
て
解
脱
を
得
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
智
の

或
る
内
容
と
そ
の
過
程
が
、
解
脱
の
行
と
な

っ
た
場
合
を
云
う
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
場
合
の
特
定
な
智
も
解
脱
内
容
で
は
な
い
。
解
脱
は
固
定

さ
れ
た
如
何
な
る
智
内
容
か
ら
も
離
脱
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ

れ
等
の
究
明
は
佛
敢
研
究

の
今
後

の
課
題
と
思
う
。
)

こ
の

一
切
法
苦
、
無
常
、
無
我
、
室
の
思
想
系
列
の
獲
展
は
大
乗
の

室
思
想

の
般
若
経
典
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
般
若

経
典
の
内
容
は
以
下
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
思
う
。

(一)
内
外
 
(物
的
心
的
)
 の

一
切
現
象
の
否
定
、
そ
の
理
由
と
し

て
は

原
始
佛
敏
以
來
の
無
常
、
無
我

(無
實
髄
)
、
因
縁
所
生

(縁
起
)
等
の

科
學
的
事
實
と
さ
れ
る
事
項
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
口
室
と
か
室
性
の

言
葉
の
中
に
、
解
脱
直
観
が
盛
り
こ
ま
れ
て
、
そ
れ
が
眞
如
、
法
界
、
法

性
、
不
虚
妄
性
、

不
攣
異
性
、
卒
等
性
、
離
生
性
、
法
定
、
法
住
、
實

際
、
虚
室
界
、
不
思
議
界
と
同

一
で
あ
る
場
合
。
国
解
脱
者
か
ら
見
な

お
さ
れ
た
、
無
執
解
脱
の
封
象
と
し
て
の
、

一
切
現
象
を
説
く
場
合
で

即
ち
、
現
象
は
無
常
で
あ
り
そ
の
ま
ま
常
住
絶
封
と
云
う
場
合
で
あ
る
。

(般
若
理
趣
分
等
)

(一)
の
場
合
は
室
を
説
ぐ
の
に
吾
々
の
認
識
封
象

が
圭
艦
を
な
し
、
(
二
)の

場
合
は
解
脱
直
観
が
圭
髄
を
な
し
、
国

の
場
合

は
(
一
)
と
(
二
)

口
の
爾
圭
禮
が

必
要
に
鷹
じ
て
自
由
に
圭
髄
と
な
る
が
、
い
ず
れ
か

一
方
が
圭
髄
と
な

っ
た
時
、
他
方
が
そ
れ
に
添

っ
て
最
も
近
く
最
も
自
然
に
同
時
的
に
存

在
す
る
。

こ
の
三
つ
の
場
合
は
別
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
解
脱
の
段
階
を

示
し
て
い
る
。
(
一
)
に
よ
っ
て
封
象

の
総
て
か
ら
解
脱
し
た
時
に
口
を
得
、

口
が
解
脱
人
格
の
中
に
於
い
て

一
経
験
と
し
て
完
全
に
成
長
し
、

一
つ

の
傾
性
を
確
立
し
、
他
の
傾
性
と
旺
別
を
明
瞭
に
し
た
時
に
国

の
精
神

活
動
が
可
能
に
な
る
。

こ
れ
等
三
つ
の
場
合
夫

々
に
相
異
な
る

一
帥

一

切
が
成
立
す
る
。
(
一
)
は
原
始
佛
教
と
こ
れ
に
績

い
た
時
代
に
、
事
物
か

ら
の
解
脱
を
内
容
と
し
た
室
思
想
に
よ
る

一
切
印
無
常
の

一
郎
二

切
。

口
は
三
論
の
眞
室
妙
有
的
な
も
の
、

一
切
現
象
を
否
定
し
た
起
信
論
的

な

一
即

一
切
。
完
全
解
脱
者
の
圓
滑
自
在
に
し
て
強
力
な
心
活
動
を
中

心
と
す
る

日
は
華
天
の

一
即

一
切
。

こ
の
中
、
華
嚴
教
學
は
豊
者
の
有

す
る
完
成
し
た
絶
封
者
認
識
を
圭
膿
と
し
た

一
印

一
切
、
天
台
は
解
脱

者
の
封
境
認
識
を
圭
鵬
と
し
た
も
の
と
云
え
ば
大
髄
適
中
す
る
も
の
と

考
え
る

(後
説
)
。
從

っ
て
印
度
に
於
け
る
般
若

の
中

に
既
に
総

て
の

形
の

一
即

一
切
の
本
質
が
あ

っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
唯
そ
れ
が
敏
學

と
し
て
明
確
に
は
髄
系
づ
け
ら
れ
な
か

っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

以
下
華
天
を
中
心
と
し
て
考
究
し
て
み
よ
う
。

こ
れ
ま
で
の
結
論
に
よ
る
と
般
若
室
の
獲
展

の
中
に
於
い
て
既
に
天

個

と
全
盤

と

の
關
係

に
つ
い
て

(
松

濤
)

三
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個

と
全
髄

と
の
關
係

に
つ
い
て
 
(
松

濤
)

四

台
の
諸
法

實
相
の
思
想
が
あ

っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
事
實
、
天
台

の
一二
諦

の
思
想
は
、
全
燈
と
し
て
は
法
華

経
の
中
心
思
想
と
認
め
て
も
、

そ
の
名

と
獲
表
方
法
に
於
い
て
中
論
の
三
諦
偶
と
仁
王
般
若
二
諦
品
の

室
諦
、

色
諦
、
心
諦
 (大
正
八
巻
、
八
二
九
頁
)
 等
か
ら
得
ら
れ
た
と
さ
れ

て
い
る
。

諸
法
實
相
の
立
場
に
於
い
て
は
、
畳
者
の
認
識
の
世
界
を
眞

實
の
世

界
と
し
、
畳
者
は
色
心

一
切
の
事
象
を
如
實
に
正
し
く
そ
の
ま

ま
に
認
め

(偶
)
而
も
そ
の
す
べ
て
の
事
象
が
そ
の
ま
ま
絶
封
債
値
を

有
す
る
と
し

(
中
)
、
そ
れ
は
同
時
に
解
脆
を
未

だ
経
験
し
な

い
凡
夫

の
釧
噺

の
封
象
で
な
い
と
す
る

(室
)
。
從

っ
て

一
切
の
も

の
は
個
々

別
々
で
あ

っ
て
而
も
同

一
で
あ
り
絶
封
者
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

印
度

に
於
い
て

一
部

一
切
の
最
も
明
瞭
に
直
接
現
わ
れ
て
い
る
の
は

華
嚴
経

で
あ
る
。

こ
の
影
響

の
も
と
に
天
台
大
師
は

一
念
三
千
の
思
想

を
樹
立
し
て
、
一
郎
二

切
を
説
明
し
、
賢
首
は
無
蓋
縁
起
に
よ

っ
て
読
明

し
た
。
天
台
大
師

へ
の
華
嚴

の
影
響
は
勿
論

一
般
的
な
も
の
で
、
華
嚴

宗
が
こ
の
経
典
に
よ

っ
て
成
立
し
て
い
る
の
と
は
全
く
赴
を
異
に
し
て

い
る
。

三
千

の
圭
髄
を
な
す
十
界
互
具
の
思
想
も
、
偶
然
新
華
嚴
で
読

く
十
界

と
同
じ
で
あ

っ
て
も
、
新
華
嚴
を
知
ら
ぬ
天
台
に
と
っ
て
は
彼

の
新
説
で
あ
っ
た
。
互
具
の
理
由
も
心
が
念
々
攣
化
し
て
十
界
の
心
が

起
滅
す
る
こ
と
を

一
つ
の
理
由
と
し
 
(
あ
る
研
究
者
は
生
類
が
十
界
に

輪
廻
す
る
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
を
互
具
の
理
由
に
し
て
い
る
が
、

こ

の
説
は
天
台
に
は
無
い
様
で
あ
る
)
、
そ
の
互
具
の
十
界
夫

々
に
相
當

の
十
如
あ
り
、
十
界
正
報
の
住
す
る
依
報
と
し
て
三
世
間
を
立
て
て
、
こ

れ
等
を
相
乗
し
た
も
の
を
三
千
と
し
、
一
念
に
三
千
を
具
す
る
と
し
、
こ

こ
に
始
め
て
華
嚴
の
心
佛
衆
生
三
無
差
別
の
説
を
用
い
て
擾
大
解
繹
し

て
、
全
宇
宙
如
何
な
る
事
象
と
し
て
三
千
を
具
せ
ざ
る
も
の
な
し
と
し

た
の
で
あ
る
。
而
も
法
性
自
爾
に
具
す
る
と
す
る
 
(止
観
第
五
上
、
佛
教

(1
)

大
系
第
三
巻
、
二
〇
六
頁
)
。
そ
し
て

一
般
の
者

は
こ
れ
を
知
ら
な
い
が
、

「
よ
く
観
察
す
る
も

の
は

こ
れ
を
知

る
」
(止
観
第
五
、佛
教
大
系
三
巻
、

(2
)

二
五
六
頁
)
 と
し
た
の
で
あ
る
。
よ
く
観
察
す

る
者
と
は
結
局
佛
陀
の

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
具
の
世
界
は
天
台
に
と
っ
て
は
豊
者
の
妙
境

で
あ
り
、
同
時
に
眞
實
の
世
界
で
あ
る
。

三
諦
に
於
い
て
は
す
べ
て
の
事
象
は
現
わ
れ
る
ま
ま
に
し
て
絶
封
で

あ
り
、
迷
妄
か
ら
離
脆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
き
、
三
千
の
方
は

す
べ
て
の
事
象
は
他
の

一
切
を
具
し
て
い
て
、

一
々
の
事
象
は
全
髄
と

同

一
同
債
値
で
、
卒
等
で
あ
り
絶
封
で
あ
る
こ
と
を
説
く
が
、
三
諦
圓
融

も

一
念
三
千
も
同
じ
く
妙
不
可
思
議
を
説
く
も

の
と
し
て
三
千
三
諦
の

熟
語
を
な
す
に
い
た
る
が
、
三
諦
圓
融
は
事
物

そ
れ
自
髄
に
つ
い
て
そ

の
妙
を
説
き
、
三
千
は

一
物
と

一
切
と
の
關
係

に
於
い
て
物
の
妙
を
読

い
た
。

こ
の
事
物
そ
れ
自
髄
の
探
究
と

一
物
と
他
物
と
の
關
係
に
於
け

る
探
究
の
爾
研
究
は
そ
の
後
中
國
佛
敏
の
底
流
を
な
し
、
華
嚴
の
賢
首

に
も
現
れ
て
い
て
、
他
方
起
信
や
唯
識
宗
の
影
響
を
う
け
つ
つ
も
、
眞

如
、
理
の
研
究
と
法
界
縁
起
の
考
察
と
に
よ
っ
て
纏
承
さ
れ
た
と
し
て

よ
か
ろ
う
。

勿
論
賢
首
は
萬
有
の
相
關
關
係
に
於

い
て

一
即

一
切
を
説
く
場
合
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は
、
そ

の
理
由

の
所
依
を
華
嚴
経
に
求
め
る
。
例
え
ば
、
蓄
課
華
嚴
盧

舎
那
品
第
ニ
ノ
ニ
 (大
正
九
巻
、
四
〇
九
頁
以
下
)
 に
世
界
海
に
十
種
事

乃
至
塵
数
種
事
あ
る
こ
と
を
読
き
、
そ
の
理
由
と
し
て
、

二

切
の
世
界
海
は
世
界
海
塵
数
の
因
縁
あ
り
て
具
は
る
が
故
に
成

る
。
已
に
成
じ
、
今
成
じ
、
當
に
成
ず
べ
し
。
所
謂
、
(
一
)
如
來
の
紳
力

の
故
に
、
嵐
(
二
)

法
慮
さ
に
か
く
の
如
く
な
る
べ
き
が
故
に
、
国
衆
生
の
行

業
の
故

に
、
四

一
切
菩
薩
ま
さ
に
無
上
道
を
得
べ
き
が
故
に
、
(
五
)
普
賢

菩
薩
の
善
根
の
故
に
、
(
六
)
菩
薩
の
佛
土
を
嚴
浄
す
る
願
行
解
脱
自
在
な

る
が
故

に
、
(
七
)
如
來
の
無
上
の
依
果
の
故
に
、
囚
普
賢
菩
薩
の
自
在
の

願
力
の
故
な
り
。
か
く
の
如
き
世
界
塵
数
の
因
縁
具
は
る
が
故
に

一
切

の
世
界
海
は
成
ず
。
」

華
嚴
経
の
こ
の
個
所
は
、
全
世
界
に
は
読
世
界
等
無
鑑
の
世
界
事
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
無
塵
数
の
因
縁
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る

と
し
、
無
塵
敷
の
因
縁
の
中
八
因
を
學
げ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
賢
首
は
こ

れ
を
そ
の
ま
ま
萬
有
相
關

々
係
に
あ
る
理
由

の
十
由
の
中
に
入
れ
て
、

華
嚴
旨
蹄
に
よ
れ
ば
そ
の
十
由
の
う
ち
い
ず
れ
の

一
つ
ゐ
諸
法
の
融
通

無
碍
を
可
能
な
ら
し
む
る
と
解
繹
す
る
の
で
あ
る
 
(於
此
十
中
随
一
郎
能

令
彼
諸
法
混
融
無
碍
)
。
こ
こ
に
華
嚴
経
と
敢
學
と
の
間
に
大
き
な
差

の

あ
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
十
由
に
つ
い
て
は
旨
編
と
探
玄
と
に
開

合
や
名

と
順
序
に
相
異
が
あ
る
が
旨
編

の
説
に
依

っ
て
、
こ
れ
を
華
嚴

経
の
上
記
の
も
の
と
比
較
す
れ
ば
次
表
の
如
く
で
あ
る
。

(華
嚴
旨
蹄
)
 

(盧
舎
那
品
第
二
)

諸
法
無
定
相
 

如
來
の
紳
力
の
故
に

唯

心
現
故
 

法
慮
さ
に
か
く

の
如
く
な
る

べ
き
が
故

に

如
幻
事
故
 

衆
生
の
行
業
の
故
に

如
夢
現
故
 

一
切
菩
薩
ま
さ
に
無
上
道
を
得
べ
き
が
故
に

勝
通
力
故
 

普
賢
菩
薩
の
善
根
の
故
に

深

定

故
 

菩
薩
の
佛
土
嚴
浄
の
願
行
解
脱
自
在
の
故
に

解
脱
力
故
 

如
來
の
無
上
の
依
果
の
故
に

因
無
限
故
 

並
篁

薩
の
自
在
の
願
力
の
故
に

縁
起
相
由
故
 

塵
数
の
因
縁
具
は
る
が
故
に

法
性
融
通
故

旨
露
の
十
由

の
中
、
唯
心
現
と
如
幻
事
と
如
夢
現
は
華
嚴
経

の
他
の

所
の
読
か
ら
相
印
相
入
を
説
く
に
適
當
な
も
の
と
し
て
入
れ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、
盧
舎
那
品
の
読
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
賢
首
は

華
嚴
を
海
印
三
昧
の
佛
陀
の
境
界
と
す
る
故
に
衆
生
や
菩
薩
か
ら
の
原

因
を
除
い
て
お
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
旨
蹄
の
中
第
十

法
性
融
通
故
の
下
で
賢
首
の
立
て
た
経
謹
は
甚
だ
不
完
全
で
あ
る
。
こ

の
思
想
は
本
來
華
嚴
経
に
あ
る
も
の
で
は
無
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る

に
賢
首
は
華
嚴
経
に
よ

っ
て
教
學
を
立
て
た
と
圭
張
す
る
が
、
其
の
實

は
當
時
の
中
國
佛
敢
思
想
界
の
中
に
在

っ
て
そ

の
影
響
を
大
い
に
受
け

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
天
台
と
賢
首
は
解
脱
の
眞
理
を
現
わ
す
の
に
8
個
々
そ

の
も
の
を
掘
り
さ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
口
個

々
と
全
髄
と
の
關
係
に
於

個

と
全
髄

と
の
關
係

に
つ
い
て

(
松

濤
)

五
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個

と
全
髄

と

の
關
係
に

つ
い
て

(
松

濤
)

六

い
て
個

々
に
全
鱒
が
内
在
す
る
と
し
、
個

々
に
絶
封
債
あ
り
、
不
可
思

議
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
個

々
を
認
め
つ
つ
そ
の
ま
ま
そ
れ

に
絶
封
性
を
認
め
ん
と
す
る
、
こ
の
二
つ
の
方
向
に
於
い
て
共
通
課
題

を
も

っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
先
に
簡
軍
に
華
天
の
相
異
に
つ
い
て
自
説
を
述

べ
た
が
、
そ

の
正
邪
を
到
断
す
る
材
料
と
し
て
、
河
野
法
雲
師
著
華
嚴
五
敏
章
講
義

(四
十
二
頁
)
か
ら
引
用
し
て
置
く
。
「天
台
は
實
相
家
で
當
髄
實
相
、
色

心
無
作

の
圓
教
を
談
ず
る
が
故
に
、

一
切
諸
法
は
心
よ
り
生
ず
る
に
非

ず
亦
色

よ
り
生
ず
る
に
非
ず
、
塵
々
法
々
本
來
如
是
-

起
悪
造
業
の

凡
夫
の
妄
心
に
在
來
三
千
の
諸
法
を
具
す
る
こ
と
を
明
す
が
台
門
の
性

具
な
り
、
此
れ
在
纒
の
因
相
な
り
-

色
心
各

ー
眞
性
の
上
に
三
千
を

具
す
」
、
華
嚴
の
方
は

「
唯
心
縁
起
家
で
、
諸
法
の
本
源
を
立
て
て

一
心

法
界
と
爲
し
、
其
の

一
心
に
萬
有
の
諸
法
を
含
有
し
て
、森
羅
の
諸
法
は

こ
れ
よ
り
獲
す
る
と
な
す
。
其
の
本
髄
心
性
に
元
來
具
有
す
る
徳
が
、

因
縁
に
依
り
て
顯
現
す
る
な
り
。
華
嚴
の
性
起
は

一
切
衆
生
を
引
上
げ

て
佛
出
纒
の
果
相
と
し
て
生
佛
互
撮
の
名
目
を
立
て
て
談
ず
る
な
り
。

然
れ
ば
彼
此
の
二
 (
11
天
台
と
華
嚴
)
 在
纒
出
纒

の
異

り
あ

る
な
り
。

ー

華
嚴
の
性
起
は
縁
起
の
性
起
に
約
す
、
縁
起
の
諸
法
は
た
だ
無
自

性
の
故
に
不
起
な
り
、
不
起
な
れ
ば
性
起
な
り
、
縁
起
の
起
を
押
え
て

直
ち
に
性
起
不
起

の
起
と
す
る
が
華
嚴

の
性
起
な
り
、
-

華
嚴
の
性

起
は
眞
妄
倶
絶
な
り
、
何
故
な
れ
ば
佛
果
の
眞
性
よ
り
用
を
十
界
の
諸

法
を
起
す
な
り
、

そ
の
起
り
た
る
其
儘
が
、
果
性
の
眞
性
な
り
、
然
れ

ば
唯
こ
れ

一
の
眞
性
な
り
。
」

要
す
る
に
同

一
の
畳
人
格
の
境
界
 
(
こ
こ
で
は
圭
と
し
て
認
識
の
世

界
)
 を
學
派
の
異

っ
た
立
場
か
ら
説
い
て
い
る

に
す

ぎ
な

い

の
で
あ

る
。

こ
の
黙
は
更
に
他
の
機
會
に
明
か
に
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

か
く
華
天
共
に
そ
の
特
色
を
議
揮
し
つ
つ
も
相
互
に
影
響
し
あ
っ
た

こ
と
は
既
に
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
氣
附
い
た
こ
と
を
附

加
す
る
と
、
先
に
あ
げ
た
十
由
の
第

一
の
諸
法
無
定
相
の
言
葉
は
恐
ら

く
賢
首
か
ら
始
ま

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
善
悪
の
不
定
を
説
き
十
界

互
具
を
説
い
た
天
台
に
そ
の
端
が
な
か
っ
た
と
は
云
え
な
い
し
、
更
に

こ
の
言
葉
は
荊
漢
に
よ

っ
て
用
い
ら
れ
、
四
明
が
こ
れ
を
利
用
し
て
い

る
。
十
不
二
門
に

「
既
に
別
を
知
り
已
れ
ば
別
を
撮
し
て
総
に
入
る
る

に

一
切
諸
法
心
性
に
非
る
こ
と
無
し
、

一
性
無
性
三
千
宛
然
な
れ
ば
な

り
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
四
明
は
説
明
し
て

二

性
等
は
性
是
れ

一
な
り

と
錐
、
而
も
定

一
之
性
無
き
故
に
三
千
の
色
心
を
し
て
相
々
宛
爾
な
ら

し
む
」
と
。
ま
た
随
縁
不
攣

の
考
え
方
は
起
信

の
影
響
を
う
け
た
賢
首

か
ら
獲
し
て
い
る
が
、
天
台
宗
に
あ

っ
て
は
終

日
随
縁
、
終
日
不
攣
の

教
理
と
な

っ
て
い
る
。
(十
不
二
門
指
要
砂
冠
註
傍
解
上
巻
、十
七
左
、二
十

一二
右
竺芸
参
昭
)

華
嚴
経
と
華
嚴
教
學
と
の
大
き
な
相
違
貼
は
華
嚴
敏
學
が
解
脆
の
世

界
の
解
明
に
の
み
努
力
し
た
爲
め
に
、
畳
者
聖
者
の
慈
悲
救
濟
等

の
人

間
的
活
動
の
面
が
、

お
ろ
そ
か
に
さ
れ
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
鮎
は
感

鷹
道
交
を
と
き
、

一
佛
蹄
依
を
説
く
天
台
と
も
異
な
る
。
こ
れ
の
鉄
け
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た
鮎
を
説
き
つ
つ
一
即

一
切
の
問
題
を
論
ず
る
の
が
日
本
で
爽
農
し
た

佛
敢
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
來
よ
う
。

今
ま
で
述
べ
た

一
印

一
切
と
異
な
る
も
う

一
つ
の
型
は
、
宇
宙
全
髄

が
理
即

人
格
的
佛
で
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
個

々
は
宇
宙
全
髄
と

一
帥

一
切
の
關
係
を
な
す
と
す
る
類
で
あ
る
。

こ
の
理
解
は
圭
と
し
て
日
本

に
現
れ
た
も
の
で
、
聖
徳
太
子

の
常
佳

法
身
 
(勝
蟹
経
義
疏
)
 に
端
を

獲
し
、
弘
法
の
大
日
法
身
、
慈
畳
、
安
然
の

一
大
圓
佛
、

日
蓮
の
本
有

無
作
の
三
身
、
浮
土
敏
の
本
師
法
王
彌
陀
の
考
の
中
に
も
生
き
て
い
る

(島
地
大
等
先
生
著
佛
教
大
綱
佛
陀
論
本
論
、
第
五
章
佛
身
論
三
〇
八
頁
)
。

以
下
眞
言
と
日
蓮
に
於
い
て
伺

っ
て
見
よ
う
。

眞
言
に
あ

っ
て
は
、
宇
宙
全
髄
が
大
日
如
來
で
、

こ
れ
に
髄
相
用
の

三
大
が
あ
る
。
膿
大
は
六
大
で
宇
宙
全
髄
に
遍
通
す
る
、
こ
れ
が
法
身

で
あ
る
。
宇
宙
全
髄
に
含
ま
れ
る
個
々
の
も
の
は
帥
ち
六
大
か
ら
な
っ

て
い
る
が
、
六
大
は
同
類
相
慮
と
異
類
相
慮
と

の
關
係

事
實
に
於

い

て
、
生
き
と
し
生
け
る

一
切
の
衆
生
は
大
日
と
卒
等
で
、
本
來
理
智
の

二
徳
を
そ
な
え
て
い
る
。
從

っ
て
敏
を
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
父
母
所

生
の
ま
ま
に
即
身
成
佛
す
る
こ
と
が
出
來
、
ま
た
非
情
有
情
の
別
な
く

天
台
と
同
じ
く
草
木
成
佛
を
も
圭
張
す
る
。
宇
宙
の
様
相
、
師
ち
諸
法

の
全
髄
、
草
木
國
土
等
の
事
相
、

一
切
の
文
字
名
前
、

一
切
の
行
動
の

四
つ
は
大
日
如
來

の
圓
満
相
好
で
こ
れ
を
四
種
曼
茶
羅
と
呼
ぷ
。
こ
れ

が
相
大

で
あ
る
。
用
大
は
大
日
如
來
の
身
語
意
の
活
動
で
、
こ
れ
は
不

可
思
議

に
衆
生
の
修
行
の
三
密
と
關
係
し
て
入
我
我
入
感
慮
道
交
し
て

衆
生
は
成
佛
す
る
の
で
あ
る
。
印
ち
眞
言
に
あ

っ
て
は
宇
宙
法
界
の
す

べ
て
の
も
の
が
、
大
日
を
離
れ
て
存
在
せ
ず
、
圭
観
を
も
つ
生
け
る
者

は
す
べ
て
禮
か
ら
い
っ
て
大
日
如
來
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
眞
實
の
自
我

は
大
日
如
來
そ
の
も
の
で
あ
る
。

一
切
の
事
物
は
髄
か
ら
云
え
ぱ
法
身

で
あ
り
、
相
か
ら
云
え
ば
大
日
如
來
の
圓
満

相
で
あ
る
。

、
天
台
敏
學
か
ら
出
た
日
蓮
は
、
本
魔
思
想
を
強
調
す
る
と
共
に
宇
宙

全
燈
を

一
畳
佛
と
す
る
日
本
的
な
考
え
方
を
取
り
い
れ
て
敏
學
を
立
て

た
。
郎
ち

「
五
百
塵
黙
劫
の
當
初
已
來
本
有
無
作
三
身
教
圭
繹
尊
を
本

奪
と
し
て
立
て
、
法
界
全
髄
を
自
爾
の
曼
茶
羅
と
し
、
十
界
の
総
て
が

本
有

の
佛
性
を
有
し
、
十
界
さ
な
が
ら
の
相
に
於

い
て
成
佛
し
、
こ
の

十
界
皆
成
佛
の
相
を
そ
の
ま
ま
本
奪
と
す
る

の
で
あ
る
。
從

っ
て
そ
れ

は
十
方
法
界
を
も

っ
て
髄
と
し

(法
身
)
十
方
法
界
を
も

っ
て
性

と
し

(報
身
)
十
方
法
界
を
も

っ
て
相

と
す
る

(
鷹
身
)
。
十
界
依
正
三
千
の

(
3
)

諸
法
、
事

々
物

々
と
し
て
こ
の
佛
の
身
髄
に
あ
ら
ざ
る
な
し
」
と
す
る

の
で
あ
る
。

眞
言
は
自
家
濁
特
の
読

の
外
に
華
嚴
を
大

い
に
利
用
し
、
日
蓮
は
天

台
か
ら
出
て
い
る
の
で
、
そ
の
説
相
は
全
然
異
な
る
が
、
内
容
に
於

い

て
は
殆
ん
ど
同

一
で
、
わ
ず
か
に
非
情
と
有
情
と
の
取
扱
い
方

の
相
異

に
不
同
の
黙
を
見
出
す
の
み
で
あ
る
。
印
ち
日
蓮
は
非
情
有
情
を
完
全

に
同

一
硯
し
、
眞
言
は
有
情
を
大
日
の
等
流
法
身
乃
至
分
身
と
見
、
非

情
に
は
草
木
成
佛
の
み
を
説
く
の
で
あ
る
。

結
論
と
し
て

一
即

一
切
の
説
に
於
い
て
そ

の
理
由
と
な
る
も
の
を
整

個

と
全
髄

と

の
關
係

に

つ
い
て

(
松

濤
)

匙
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偲

と
全
髄
と

の
關
係

に
つ
い
て

(
松

濤
)

八

理
し
て
み
る
と
次

の
如
く
で
あ
る
。

A

眞
理
を
媒
介
と
す
る
場
合

一
、
解
脱
直
観
の
認
識
封
象
と
し
て
の
眞
理

一
切
法
印
梵

一
切
法
室
無
常
無
我
 
(
原
始
佛
敏
等
)

一
切
法
室
 (
大
乗
般
若
)

一
切
法
眞
如
 (起
信
)

一
心
三
諦

華
嚴
の
眞
如
に
よ
る
説
明

二
、
客
観
的
眞
理
に
よ
る
場
合

十
二
因
縁

ジ
ャ
イ
ナ
の
縁
起

華
嚴
経
説
の
無
壼
縁
起

華
嚴
教
學
の
法
界
縁
起
説

天
台
の

一
念
三
千

三
、
宗
敏
的
圓
佛
思
想
に
よ
る
場
合

日
本
佛
敏

(
天
台
、
眞
言
、
日
蓮
)

B

特
種
の
力
に
依
る
場
合
 
(印
度
大
乗
経
典
)

一
、
聖
者
の
神
力
紳
通
に
依
る
 
(
一
般
者
へ
の
教
示
)

二
、
聖
者
の
三
昧
に
依
る
 (聖
者
自
己
の
世
界
)

三
、
解
脱
者
の
願
行
の
果
 
(完
全
世
界
の
相
)

1

問
、

一
念
具
ニ
十
法
界

一爲
二
作
念

具
一爲

二
任
運
具
ー
。答
、
法
性

自
爾
、
非
二

作
所
成
↓
如
三
一
微
塵
具
ニ
十
方
分
一
。

2

不
善
観
者
不
レ
信
二
心
具

一
切
法
↓
當
随
二
如
實
観
者

二信
二
心

具

一
切

相
い

ー

心

亦
如

レ
是
、

具

ニ
一
切

庭
陰

性

一
錐

二
不

可

見

一
不
レ
得

レ
言

レ
無
、

以
二

智
眼

一観
二
具

一
切
性
一
。

3

佛
教
各
宗
綱
要
巻
第
十

一
、
日
蓮
宗
二
十

三
頁
引
用
。
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