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曇
鸞
の
臨
終
へ
の
視
座
 

　――
八
番
問
答
「
第
八
問
答
」
末
尾
の
記
述
を
手
掛
か
り
と
し
て
――
 

遠
　
山
　
信
　
証
 

は
じ
め
に
 

曇
鸞
（
四
七
六
―
五
四
二
）
の
研
究
史
上
に
お
け
る
未
解
決
事
項
の
一
つ
と
し
て
、『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
註
』（
以
下
、

『
往
生
論
註
』
と
称
す
）
所
説
の
修
道
論
に
関
す
る
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

こ
の
問
題
の
発
端
は
、
曇
鸞
が
世
親
（
四
〇
〇
―
四
八
〇
頃
）
造
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偈
』（
以
下
、『
浄
土
論
』
と
称
す
）

の
註
釈
過
程
に
お
い
て
、『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』
な
ど
の
経
説
を
受
容
し
た
点
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
浄
土
論
』

の
註
釈
書
で
あ
る
『
往
生
論
註
』
に
は
、『
浄
土
論
』
所
説
の
五
念
門
と
『
無
量
寿
経
』『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
十
念
が
示
さ
れ
、
さ

ら
に
は
、『
観
無
量
寿
経
』
所
説
の
上
品
生
や
下
品
下
生
と
い
っ
た
九
品
の
受
容
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
先
行
研
究
で
は
願
生
者

と
往
生
行
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
多
様
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
き
た
主
な

見
解
を
整
理
す
れ
ば
、（
一
）「
上
品
生
は
五
念
門
を
修
し
、
下
品
下
生
は
称
名
（
十
念
）
中
心
の
五
念
門
を
修
す
る
」
と
み
る
説
、

（
二
）「
上
品
生
は
五
念
門
を
修
し
、
下
品
下
生
は
十
念
を
修
す
る
」
と
み
る
説
、（
三
）「
上
品
生
と
下
品
下
生
は
と
も
に
五
念
門
（
十

念
）
を
修
す
る
」
と
み
る
説
、
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 



さ
て
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
踏
ま
え
、
こ
れ
ま
で
に
筆
者
は
、
各
説
の
概
要
と
そ
の
論
点
を
整
理
し
た
上
で
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
て
き
た（

1
）。 

 
①
曇
鸞
の
意
図
し
た
上
品
生
と
下
品
下
生
の
此
土
に
お
け
る
修
道
論
の
内
実
は
、〈
臨
終
以
前
〉
の
願
生
者
で
あ
る
上
品
生
は
五
念
門

を
修
す
こ
と
に
よ
っ
て
往
生
し
、〈
臨
終
時
〉
の
願
生
者
で
あ
る
下
品
下
生
は
称
名
・
憶
念
を
修
し
て
十
念（

2
）を
成
就
さ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
往
生
し
て
い
く
と
い
う
修
道
体
系
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
 

②
曇
鸞
の
意
図
し
た
修
道
論
の
全
体
像
は
、
上
品
生
と
下
品
下
生
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
上
品
生
と
も
下
品

下
生
と
も
異
な
る
、
曇
鸞
お
よ
び
曇
鸞
教
団
の
存
在
を
基
軸
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
 

③
曇
鸞
は
、〈
臨
終
以
前
〉
の
五
念
門
、
な
い
し
は
〈
臨
終
時
〉
の
十
念
成
就
に
も
と
づ
く
往
生
を
、
周
囲
の
人
々
と
と
も
に
歩
む
べ

き
仏
道
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
 

 以
上
の
三
点
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
曇
鸞
が
上
品
生
や
下
品
下
生
、
あ
る
い
は
五
念
門
や
十
念
を
示
す
背
景
に
は
、〈
臨
終

以
前
〉
と
〈
臨
終
時
〉
と
い
う
時
間
軸
の
差
異
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
曇
鸞
は
、
自
ら
の
存
在
を
上
品
生
と
も

下
品
下
生
と
も
、
異
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、〈
臨
終
以
前
〉
の
願
生
者
で
あ
る
上
品
生
の
仏
道
と
、〈
臨
終
時
〉

の
願
生
者
で
あ
る
下
品
下
生
の
仏
道
と
を
、
自
ら
が
歩
む
べ
き
仏
道
の
指
針
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
の
今
後

の
課
題
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
構
成
す
る
個
々
の
項
目
を
細
か
に
分
析
し
て

い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
曇
鸞
の
意
図
し
た
修
道
論
の
内
実
を
よ
り
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
稿
で
は
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

記
述
の
一
つ
で
あ
る
、
八
番
問
答
「
第
八
問
答
」
の
説
示
を
検
討
対
象
と
し
、
曇
鸞
の
臨
終
に
対
す
る
意
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
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こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

一
、
八
番
問
答
「
第
八
問
答
」
の
概
要
と
問
題
 

（
一
）「
第
八
問
答
」
の
概
要
と
末
尾
の
記
述
 

『
往
生
論
註
』
の
十
念
に
関
す
る
説
示
は
、
⑴
巻
上
、
廻
向
門
、
八
番
問
答
の
第
一
・
第
六
・
第
七
・
第
八
問
答
、
⑵
巻
下
、
観
察

体
相
の
入
第
一
義
諦
釈
末
尾
の
「
浄
摩
尼
珠
」「
氷
上
燃
火
」
の
一
段
、
⑶
巻
下
、
利
行
満
足
の
三
願
的
証
の
三
箇
所
に
示
さ
れ
て
お

り
、
⑴
の
な
か
、
八
番
問
答
の
最
後
尾
に
位
置
す
る
「
第
八
問
答
」
の
末
尾
に
は
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と

を
奨
励
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、「
第
八
問
答
」
の
概
要
を
確
認
し
た
上
で
、
末
尾
の
記
述
（
傍
線

部
）
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。 

 
問
曰
、
心
若
他
縁
、
摂
レ

之
令
レ

還
、
可
レ

知
二

念
之
多
少
一

。
但
知
二

多
少
一

、
復
非
二

無
間
一

。
若
凝
レ

心
注
レ

想
、
復
依
レ

何
可
レ

得
　
　

レ

記
二

念
之
多
少
一

。 

答
曰
、『
経
』
言
二

「
十
念
」
一

者
、
明
二

業
事
成
弁
一

耳
。
不
二

必
須
一
レ

知
二

頭
数
一

也
。
如
レ

言
二

蟪
蛄
不
一
レ

識
二

春
秋
一

。
伊
蟲
豈
知
二

朱
陽
之
節
一

乎
。
知
者
言
レ

之
耳
。
十
念
業
成
者
、
是
亦
通
レ

神
者
言
レ

之
耳
。
但
積
レ

念
相
続
、
不
レ

縁
二

他
事
一

便
罷
。
復
何
暇（

3
）須
　

レ

知
二

念
之
頭
数
一

也
。
若
必
須
レ　
知
、
亦
有
二　
方
便
一　
。
必
須
二　
口
授
一　
。
不
レ　
得
レ　
題
二　
之
筆
点
一　
。 

（『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
五
―
四
八
六
頁
。
改
行
・
傍
線
筆
者
、
以
下
同
様
） 

 こ
の
第
八
問
答
で
は
、「
念
」
の
回
数
を
数
え
る
方
法
に
つ
い
て
の
問
答
が
な
さ
れ
、
設
問
に
は
、「
念
」
の
回
数
を
数
え
た
場
合
に
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は
心
が
無
間
心（

4
）と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
と
、
心
が
無
間
心
と
な
っ
た
の
で
は
「
念
」
の
回
数
が
数
え
ら
れ
な
い
と
い
う

点
と
の
矛
盾
が
問
い
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
答
え
と
し
て
、『
経
』
に
十
念
と
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
業
が

成
就
し
た
こ
と
を
明
か
す
の
み
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
数
を
知
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
蝉
が
春
と
秋
を
知
ら
ず
、
ま
た
夏
で
あ
る

こ
と
さ
え
も
知
ら
な
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
十
念
業
成
と
あ
る
の
も
同
様
に
、
神
通
者
の
み
が
そ
の
数
を
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
念

を
積
み
、
そ
の
念
を
相
続
し
て
、
他
の
こ
と
を
縁
ず
る
必
要
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
の
暇
が
あ
っ
て
そ
の
数
を
知
る
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う

か
、
と
の
答
え
が
示
さ
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
以
上
の
概
要
を
踏
ま
え
た
上
で
、
末
尾
の
記
述
（
傍
線
部
）
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
こ
こ
に
は
、「
若
し
必
ず
須
く
知
る
べ

く
は
、
亦
た
方
便
有
り
。
必
ず
須
く
口
授
す
べ
し
。
之
を
筆
点
に
題
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
、
ど
う
し
て
も
「
念
」
の
回
数
を
数
え

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
な
ら
、
そ
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
「
方
便
」
に
つ
い
て

は
曇
鸞
自
身
が
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
文
字
に
し
て
書
き
記
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
一
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

こ
こ
で
曇
鸞
は
、〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、「
念
」
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
の
存
在
を
明
か
し
、

そ
の
「
方
便
」
を
伝
え
る
用
意
が
あ
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
末
尾
の
記
述
か
ら
は
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
以
前
〉
の
五

念
門
に
基
づ
く
往
生
に
加
え
、〈
臨
終
時
〉
の
十
念
成
就
に
基
づ
く
往
生
を
奨
励
し
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う（

5
）。 

た
だ
し
、
こ
の
「
方
便
」
に
関
す
る
曇
鸞
の
発
言
の
意
図
を
め
ぐ
っ
て
は
、
研
究
史
上
に
お
い
て
も
そ
の
内
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

お
ら
ず
、
不
明
瞭
な
説
示
の
一
つ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
「
方
便
」
に
関
す
る
曇
鸞
の
発
言
の
意
図
を
読
み

解
い
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、
曇
鸞
の
臨
終
に
対
す
る
意
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。 

（
二
）
問
題
の
所
在
 

さ
て
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
末
尾
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
は
、
夙
に
、
相
馬
一
意
〔
一
九
九
七
〕「
曇
鸞
の
思
想
と
道
教
」
の
な
か
で
、
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次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

 「
念
の
数
を
数
え
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
必
要
で
あ
ろ
う
」
と
決
め
つ
け
な
が
ら
、「
ど
う
し
て
も
念
を
数
え
る
方
法
が
知
り
た
い

と
い
う
の
な
ら
、
方
法
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
な
ど
と
何
故
い
う
の
か
。
お
ま
け
に
、
方
法
が
あ
る
の
な
ら
す
ぐ
教
え
れ
ば
よ

い
も
の
を
、「
必
ず
口
授
す
べ
き
で
、
文
字
に
記
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
続
け
る
の
は
何
の
た
め
な
の
か
。
曇
鸞
は
、
一
体
、
何

の
つ
も
り
で
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
が
知
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
                                     （
四
二
頁
） 

 こ
こ
で
相
馬
氏
が
問
題
と
し
て
い
る
点
は
、
本
問
答
の
回
答
部
に
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
の
結
論
が
示
さ
れ
て

い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
そ
れ
に
続
け
て
「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、

（
一
）「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理、
由、
、
そ
し
て
、
そ
の
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
は
文
字
で
は
な
く
、
な
ぜ
、
口
頭
で
伝
え
る
必
要

が
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、（
二
）「
方
便
」
を
伝
え
る
方、
法、
、
の
二
点
で
あ
る
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
踏
ま
え
、
相
馬
氏
は
、
そ
の
解
決
の
糸
口
と
し
て
道
教
の
影
響
を
想
定
し
、『
抱
朴
子
』
の
な
か
に

口
伝
（
口
訣
）
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
た
上
で
、「
第
八
問
答
」
末
尾
の
記
述
は
「
道
教
的
な
態
度
が
あ
ら
わ

れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
大
事
で
あ
る
か
ら
口
訣
（
口
授
）
す
べ
き
も
の
と
、
道
教
の
発
想
で
語
っ
た
も
の
」
で
は
な
い
か
と
推
測
さ

れ
て
い
る（

6
）。
し
か
し
、
そ
の
後
の
同
〔
二
〇
一
三
〕『
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
の
講
究
』
で
は
、
香
月
院
深
励
〔
一
九
七
三
〕『
浄
土
論
註

講
義
』（
註
論
講
苑
）
の
解
説
を
紹
介
し
た
後
に
、 

 
曇
鸞
が
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
い
う
の
か
、
筆
者
に
は
ま
る
で
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
上
で
念
の
数
を
数
え
る
必
要

な
ど
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
答
え
は
完
結
し
て
い
る
は
ず
。
こ
ん
な
こ
と
を
付
け
加
え
て
、
い
っ
た
い
何
を
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語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
い
く
つ
も
参
照
し
て
は
み
て
い
る
が
、
納
得
で
き
る
答
え
に
は
い
ま
だ

出
あ
っ
て
い
な
い
。
                                                                                                                               （
二
八
八
頁
） 

 
と
、
先
の
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
と
、「
方
便
」
を
伝
え
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
未
だ
不
明
で
あ
る
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
曇
鸞

は
、
な
ぜ
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
が
あ
る
こ
と
を
明
か
し
、
ま
た
そ
の
「
方
便
」
は
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
考
察
を
急
ぐ
こ
と
な
く
、
先
に
相
馬
氏
が
触
れ
た
深
励
の
解
説
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
と
し
た
い
。
深
励
の
「
第
八
問
答
」
に
つ
い
て
の
解
説
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
こ
れ
は
も
し
誠
に
称
へ
る
数
が
知
り
た
い
と
お
も
は
ゞ
、
心
専
注
に
念
仏
を
申
な
が
ら
数
を
知
る
方
便
が
あ
る
。
こ
れ
は
き
ゝ
た

い
な
ら
ば
口
授
を
以
て
い
ふ
て
き
か
さ
ふ
。
こ
ゝ
へ
筆
に
現
は
し
て
書
き
つ
た
へ
は
せ
ぬ
と
宣
ふ
な
り
。
…
…
今
曇
鸞
大
師
も
数

は
知
ら
い
で
も
よ
い
こ
と
ゝ
云
ふ
思
召
な
り
。
そ
れ
ゆ
へ
こ
ゝ
へ
数
を
し
る
方
便
を
出
し
給
は
ぬ
な
り
。
若
し
こ
ゝ
へ
数
の
知
り

や
う
が
の
べ
て
あ
れ
ば
後
来
の
も
の
が
そ
れ
を
手
本
に
し
て
数
を
要
と
せ
ん
こ
と
を
恐
れ
給
ふ
と
見
え
る
な
り
。
又
こ
ゝ
の
文
勢

を
み
る
に
、
そ
の
数
を
知
る
方
便
と
云
ふ
が
格
別
筆
点
に
題
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
ゆ
へ
こ
ゝ
に
は
し
る
さ
ぬ
、
是
非
に

き
ゝ
た
く
ば
と
い
て
き
か
さ
ふ
と
宣
ふ
な
り
。
大
切
な
こ
と
じ
や
に
よ
り
て
口
授
で
伝
へ
や
う
と
宣
ふ
の
で
は
決
し
て
な
き
な

り
。
此
義
に
つ
い
て
『
翼
解
』
の
中
に
二
義
三
義
を
あ
げ
た
も
無
益
な
こ
と
な
り
。
こ
れ
は
先
輩
の
『
義
記
』
に
「
後
学
勿
レ

労
二

妄
慮
一

」
と
云
は
れ
た
が
論
註
の
本
意
を
得
た
る
申
し
方
な
り
と
知
る
べ
し
。
                         （
三
六
九
頁
下
―
三
七
〇
頁
下
） 

 深
励
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
後
進
の
者
が
そ
の
「
方

便
」
を
手
本
と
し
て
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
は
な
い
か
と
い
う
。
ま
た
こ
の
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「
方
便
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
勢
か
ら
し
て
も
、
取
り
立
て
て
書
き
記
す
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
、
決
し
て

こ
の
「
方
便
」
の
内
容
が
大
切
で
あ
る
か
ら
口
授
で
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
、
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。 

こ
の
深
励
の
解
説
で
は
、
先
の
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
に
関
す
る
言
及
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、「
方
便
」
を
伝
え
る
方
法
に

つ
い
て
は
、
①
後
進
の
者
に
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
の
誤
解
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
、
②
取
り
立
て
て
書
き
記

す
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
か
っ
た
た
め（

7
）な
ど
、
曇
鸞
が
「
方
便
」
を
文
字
で
は
な
く
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
語
っ
た
点
に
つ
い

て
、
一
応
の
回
答
が
提
示
さ
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
深
励
の
解
説
中
に
「
恐
れ
給
ふ
と
見
え
る
な
り
」、
あ
る

い
は
「
こ
ゝ
の
文
勢
を
み
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
解
釈
は
あ
く
ま
で
も
深
励
の
本
文
に
対
す
る
主
観
的
な
解
釈
の
一
つ
に

過
ぎ
ず
、
相
馬
氏
が
問
題
と
し
て
挙
げ
た
二
つ
の
問
題
点
に
対
す
る
明
確
な
回
答
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。 

と
こ
ろ
で
、
深
励
は
解
説
の
末
尾
に
お
い
て
、
本
願
寺
派
・
知
空
（
一
六
三
四
―
一
七
一
八
）
の
『
無
量
寿
経
論
註
翼
解
』（
以
下
、

『
翼
解
』
と
称
す
）
が
紹
介
す
る
諸
説
に
つ
い
て
、「
二
義
三
義
を
あ
げ
た
も
無
益
な
こ
と
」
と
し
、
深
励
と
同
じ
大
谷
派
に
属
す
る
香

厳
院
恵
然
（
一
六
九
三
―
一
七
六
四
）
の
『
浄
土
論
註
顕
深
義
記
』
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
が
、
知
空
が
「
二
義
三
義
を
あ
げ
た
」

と
さ
れ
る
諸
説
に
は
、
ど
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
知
空
が
『
翼
解
』
の
な
か
で
紹
介
し
て
い
る
諸

説
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

知
空
は
「
第
八
問
答
」
の
解
説
を
行
う
な
か
、
ま
ず
道
綽
（
五
六
二
―
六
四
五
）
の
『
安
楽
集
』、
お
よ
び
永
観
（
一
〇
三
三
―
一

一
一
一
）
の
『
往
生
拾
因
』
の
解
釈
を
紹
介
し
た
上
で
、
自
身
の
見
解
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
知
空
の
見
解

を
窺
う
前
に
、
知
空
が
前
提
と
す
る
『
安
楽
集
』
と
『
往
生
拾
因
』
の
解
釈
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

以
下
、
知
空
が
『
翼
解
』
に
お
い
て
紹
介
す
る
両
書
の
解
釈
と
そ
の
要
約
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
（
①
の
割
註
は
知
空
に
よ

る
付
加
）。 
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①『
安
楽
集
』
云
、「
若
久
行
人
念
、
多
応
レ

依
レ

此
。
若
始
行
人
念
者
、
記
レ

数
亦
好
。
此
亦
依
二

聖
教
一

。
明
二

観
明
二

称
名
数
念
数
一

、
出

一

、
在
二

『
木

二

『
観
仏
経

槵
経
』』
一

。
一

。

又
『

以
レ

声
数観経
』
見

一
レ

之
。二

」「
有
二

方
便
一

」
者
、
②『
往
生
拾
因
』
云
、「
余
、
遇
二

此
註
一

雖
レ

喜
、
不
レ

伝
二

口
授
一

是
恨
。
然
有
人
云
、
向
二

於
西

方
一

、
折
レ

指
念
仏
、
一
心
不
乱
、
自
知
二

頭
数
一

行
レ

之
、
可
知
。
是
途
聴
耳
。
今
云
、
設
復
知
レ

数
、
豈
退
二

専
念
一

。
心
専
注
言
、

非
二

唯
一
境
一

。
如
二

前
已
説
一

矣
。」 

（
龍
谷
大
学
図
書
館
所
蔵
寛
文
元
年
刊
本
、
巻
五
、
四
〇
丁
左
―
四
一
丁
右
、
丸
数
字
・
鉤
括
弧
筆
者
、
以
下
同
様
） 

 
①『
安
楽
集
』
に
は
「
長
年
に
わ
た
っ
て
修
行
に
励
ん
で
い
る
者
の
念
仏
は
、
そ
の
多
く
が
念
を
積
み
、
思
い
を
凝
ら
し
て
、
心
に
他

の
対
象
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
念
仏
で
あ
ろ
う
が（

8
）、
初
め
て
修
行
に
励
む
者
が
念
仏
す
る
な
ら
ば
、
念
仏
の
回
数
を
数

え
る
の
も
良
い
。
こ
の
こ
と
は
、
聖
教
に
出
拠
が
あ
る
」
と
示
さ
れ
て
い
る
（
観
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
は
『
観
仏
三
昧
海
経（

9
）』

に
、
称
名
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
は
『
木
槵
経
』
に
、
声
を
出
し
て
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
出
拠
が
あ

る
）。 

 
②「
方
便
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、『
往
生
拾
因
』
に
は
「
西
方
に
向
か
っ
て
、
指
を
折
り
な
が
ら
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
な
く

念
仏
す
れ
ば
、
自
ず
と
念
仏
の
回
数
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
道
聴
塗
説
の
見
解
が
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
仮
に
念
仏
の
回
数
を

数
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
今
度
は
そ
の
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
念
仏
が
、
乱
れ
た
念
仏
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」

と
示
さ
れ
て
い
る
。 

 こ
の
な
か
、
①
は
『
安
楽
集
』
巻
上
、
第
二
大
門
の
広
施
問
答
第
三
の
後
半
部
の
文
で
あ
り
、『
往
生
論
註
』「
第
八
問
答
」
の
説
示

を
下
地
と
し
て
構
成
さ
れ
た
文
章
と
な
っ
て
い
る（

10
）。
こ
の
①
の
文
で
は
、
念
仏
を
修
す
る
主
体
が
、「
久
行
人
」
と
「
始
行
人
」
の
二
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種
に
分
け
ら
れ
、
長
年
に
わ
た
っ
て
修
行
に
励
ん
で
い
る
「
久
行
人
」
は
、
心
に
他
の
対
象
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
念
仏

を
修
す
る
の
に
対
し
、
初
め
て
修
行
に
励
も
う
と
す
る
「
始
行
人
」
な
ら
ば
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
の
も
良
い
と
の
見
解
が
提
示
さ

れ
て
い
る（

11
）。
つ
ま
り
、
こ
の
『
安
楽
集
』
の
見
解
に
よ
る
な
ら
ば
、
道
綽
は
『
往
生
論
註
』「
第
八
問
答
」
末
尾
の
「
方
便
」
に
関
す

る
記
述
を
、「
始
行
人
」
を
想
定
し
た
「
方
便
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

続
く
②
は
、『
往
生
拾
因
』
第
十
、
随
順
本
願
故
所
引
の
「
第
八
問
答
」
の
説
示
に
対
す
る
永
観
の
解
説
で
あ
る
。
永
観
は
、「
余
、

此
の
註
に
遇
う
こ
と
喜
な
り
と
雖
も
、
口
授
を
伝
え
ざ
る
こ
と
是
れ
恨
な
り
」
と
述
べ
た
上
で
、
道
聴
塗
説
の
見
解
に
対
す
る
批
評
を

行
っ
て
い
る
。
永
観
が
問
題
と
す
る
道
聴
塗
説
の
見
解
と
は
、
指
を
折
り
な
が
ら
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
な
く
念
仏
す
れ
ば
、
自
ず
と
念

仏
の
回
数
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え
で
あ
る
が
、
永
観
は
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
と
、
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
な
く
念

仏
す
る
こ
と
を
両
立
し
て
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
永
観
は
、
こ
の
矛
盾
に
対
す
る
回
答
を
提
示
し
て

い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
と
、
一
心
に
乱
れ
る
こ
と
な
く
念
仏
す
る
こ
と
と
は
、
区
別
す
べ
き
も
の
と

理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

で
は
、
こ
の
よ
う
な
道
綽
や
永
観
の
解
釈
を
前
提
と
し
た
上
で
、
知
空
自
身
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
提
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

先
と
同
様
に
、
そ
の
解
釈
と
要
約
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
③
有
解
、
於
二

仏
相
好
一

、
定
二

十
処
一

畢
、
不
レ

縁
二

他
事
一

、
心
心
相
続
、
念
二

彼
十
処
一

、
口
唱
二

仏
名
一

、
雖
レ

不
レ

記
レ

数
、
而
心
無

間
、
自
成
二

十
念
一

。
今
方
便
、
恐
当
二

此
義
一

歟
。
④
又
有
解
、
唱
二

仏
名
一

時
、
甲
乙
連
声
、
其
中
自
然
、
有
二

記
レ

数
義
一

。
若
題
二

筆
点
一

、
末
学
迷
惑
、
恐
致
二

軽
怱
一

故
、
云
下

「
必
レ

須
二

口
授
一

」
上

。
⑤
今
謂
、
記
レ

数
之
相
、
無
二

定
方
法
一

、
在
二

于
教
者
意
楽
、

行
人
機
宜
一

。
説
聴
能
所
、
不
二

必
定
準
一

故
、「
須
二

口
授
一

」。
於
レ

茲
不
レ

急
故
、「
不
レ

題
二

筆
点
一

」
也
。
然
有
二

一
類
一

、
封
二

執
是

語
一

、
貴
二

於
記
数
一

。
忘
二

於
専
注
一

、
膠
レ

柱
逐
レ

響
者
、
最
可
レ

悲
矣
。
宜
哉
、
鸞
師
之
不
レ

題
二

筆
点
一

也
。
一
向
専
念
者
、
驀
直
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目
二

撃
鸞
公
巌
一

、
而
発
二

一
筦
一

。
                                                                                           （
同
、
巻
五
、
四
一
丁
右
） 

 
③
念
仏
の
対
象
を
、
仏
の
十
の
相
好
に
定
め
た
上
で
、
他
の
想
い
を
雑
え
ず
相
続
し
て
仏
名
を
称
え
れ
ば
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
ず
と

も
心
は
無
間
と
な
り
、
自
ず
と
十
念
は
成
就
す
る
と
い
う
解
釈
が
、「
亦
有
二

方
便
一

」
の
意
で
は
な
い
か
、
と
み
る
見
解
。 

 ④「
亦
有
二

方
便
一

」
に
つ
い
て
、
甲
・
乙
の
連
声
を
用
い
て
仏
名
を
称
え
る
と
き
に
、
自
ず
と
念
仏
の
回
数
が
数
え
ら
れ
る
と
い
う
解

釈
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
書
き
記
し
て
伝
え
た
場
合
、
後
進
の
者
は
、
ど
の
よ
う
に
念
仏
を
す
れ
ば
よ
い
か
の
判
断
が
つ

か
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
勝
手
に
考
え
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
た
め
、「
必
須
二

口
授
一

」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
み

る
見
解
。 

 ⑤
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
の
に
決
ま
っ
た
方
法
は
な
く
、
そ
れ
は
教
え
を
説
く
者
の
采
配
や
、
修
行
者
に
適
し
た
機
会
に
よ
っ
て
様
々

で
あ
る
。
教
え
を
説
く
側
に
も
教
え
を
聴
く
側
に
も
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
の
に
決
ま
っ
た
方
法
は
な
い
た
め
、「
必
須
二

口
授
一

」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、「
不
レ

得
レ

題
二

之
筆
点
一

」
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
の

に
決
ま
っ
た
方
法
は
な
い
た
め
、
書
き
記
す
こ
と
は
不
要
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
み
る
見
解
。（
な
お
、
こ
れ
に
続

け
て
知
空
は
、
念
仏
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
を
重
視
す
る
人
々
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
曇
鸞
が
こ
こ
に
「
不
レ

得
　
　

レ

題
二

之
筆
点
一

」
と
そ
の
「
方
便
」
を
具
体
的
に
語
ら
な
か
っ
た
の
は
、
道
理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
） 

 こ
の
よ
う
に
知
空
は
、
道
綽
や
永
観
の
解
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、「
第
八
問
答
」
の
「
方
便
」
に
関
す
る
独
自
の
見
解
を
提
示
し
て

い
る
。
深
励
は
、
こ
の
よ
う
な
知
空
の
営
み
を
「
二
義
三
義
を
あ
げ
た
も
無
益
な
こ
と
」
と
斥
け
て
い
た
が
、
筆
者
は
、
知
空
が
紹
介
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し
た
『
安
楽
集
』
の
記
述
や
、
知
空
が
独
自
の
見
解
と
し
て
提
示
し
た
解
釈
の
な
か
に
こ
そ
、「
第
八
問
答
」
の
末
尾
の
記
述
を
紐
解

く
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
先
学
の
見
解
を
踏
ま
え
つ
つ
、
主
に
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
そ
の
思
想
背
景
に
留
意
し

な
が
ら
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。 

二
、「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
 

（
一
）
出
典
の
整
理
 

以
下
に
お
い
て
は
、「
第
八
問
答
」
の
回
答
部
に
「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
の
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら

ず
、
な
ぜ
、
そ
れ
に
続
け
て
「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、「
方
便
」
が
記
さ
れ

た
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

さ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
回
答
部
の
末
尾
に
「
若
し
必
ず
須
く
知
る
べ
く
は
、
亦
た
方
便
有
り
。
必
ず
須
ら
く
口
授
す
べ
し
。

こ
れ
を
筆
点
に
題
す
る
こ
と
を
得
ざ
れ
」
と
記
さ
れ
た
一
文
は
、
設
問
部
の
「
問
う
て
曰
わ
く
、
心
若
し
他
縁
せ
ば
、
之
を
摂
し
て
還

ら
し
め
、
念
の
多
少
を
知
る
べ
し
。
但
だ
多
少
を
知
る
と
も
、
復
た
無
間
に
は
非
ず
。
若
し
心
を
凝
し
想
を
注
げ
ば
、
復
た
何
に
依
り

て
か
念
の
多
少
を
記
す
る
こ
と
を
得
べ
き
」
と
い
う
問
い
を
う
け
て
示
さ
れ
た
説
示
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
曇
鸞
は
、
直
前
の

「
第
六
問
答
」
と
「
第
七
問
答
」
に
お
い
て
、
十
念
を
成
就
さ
せ
る
ま
で
の
心
境
を
「
無
後
心
」（
も
う
後
が
な
い
無
い
と
思
う
心
）、

あ
る
い
は
「
無
間
心
」「
心
無
他
想
」（
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
の
な
い
心
）
と
示
し
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
に

お
い
て
、
念
の
回
数
を
数
え
る
方
法
を
問
題
と
し
た
の
だ
ろ
う
か（

12
）。
そ
の
背
景
に
は
、
道
綽
が
「
此
れ
亦
た
聖
教
に
依
る
な
り
」
と
述

べ
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
思
想
背
景
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。 
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こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
以
下
に
お
い
て
は
、「
第
八
問
答
」
自
体
の
思
想
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
回
答
部
の
末

尾
に
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。 

そ
こ
で
ま
ず
、「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
を
考
え
る
上
で
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
設
問
の
冒
頭
部
に
「
摂
之
令
還
」（
之
を
摂
し

て
還
ら
し
め
）
と
あ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、「
心
若
し
他
縁
せ
ば
、
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
心
が

注
意
を
向
け
る
べ
き
特
定
の
対
象
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
際
に
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
対
象
へ
と
戻
す
こ
と
を
指
示
す
る
表
現
と
し
て

知
ら
れ
る
が
、
実
は
こ
の
表
現
に
関
す
る
用
例
を
遡
っ
て
い
く
と
、
そ
の
多
く
は
、
主
に
鳩
摩
羅
什
訳
の
諸
禅
経
が
説
く
、
い
わ
ゆ
る

五
門
禅
の
解
説
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

以
下
、
曇
鸞
が
閲
覧
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
典
籍
の
う
ち
、「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
典
籍
を
示
せ

ば
、
次
の
通
り
で
あ
る（

13
）。（
各
用
例
に
つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の
【
出
典
一
覧
表
】
を
参
照
さ
れ
た
い
） 

 
・「
摂
之
令
還
」
の
用
例
（
全
二
九
例
／
丸
括
弧
内
の
数
字
は
用
例
数
を
示
す
） 

・
鳩
摩
羅
什
『
坐
禅
三
昧
経
』
二
巻
（
No.614）、
計
12
例
      ・
曇
摩
蜜
多
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
一
巻
（
No.619）、
計
3
例
 

①
巻
上
、
第
二
治
瞋
恚
法
門
（
2
）
                                     ⑭
観
仏
三
昧
法
（
1
） 

②
巻
上
、
第
三
治
愚
癡
法
門
（
3
）
                                     ⑮
法
身
観
法
（
1
） 

③
巻
上
、
第
五
治
等
分
法
門
（
1
）
                                     ⑯
十
方
諸
仏
観
法
（
1
） 

④
巻
下
、
菩
薩
不
浄
観
（
3
） 

⑤
巻
下
、
菩
薩
慈
三
昧
（
1
） 

⑥
巻
下
、
菩
薩
因
縁
観
（
1
） 
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⑦
巻
下
、
菩
薩
数
息
観
（
1
） 

・
鳩
摩
羅
什
『
禅
法
要
解
』
二
巻
（
No.616）、
計
5
例
         ・
鳩
摩
羅
什
『
大
智
度
論
』
一
〇
〇
巻
（
No.1509）、
計
2
例
 

⑧
巻
上
、
浄
観
（
4
）
                                                       ⑰
巻
七
、
初
品
、
放
光
釈
論
（
1
） 

⑨
巻
下
、
天
耳
通
（
1
）
                                                    ⑱
巻
二
一
、
初
品
、
八
背
捨
（
1
） 

・
鳩
摩
羅
什
『
思
惟
略
要
法
』
一
巻
（
No.617）、
計
5
例
      ・
訳
者
不
明
『
仏
説
観
経
』
一
巻
（
No.2914）、
計
2
例
 

⑩
観
仏
三
昧
法
（
1
）
                                                       ⑲
法
観
（
1
） 

⑪
法
身
観
法
（
1
）
                                                           ⑳
無
量
寿
仏
観
（
1
） 

⑫
十
方
諸
仏
観
法
（
1
） 

⑬
観
無
量
寿
仏
法
（
2
） 

（
二
）
思
想
背
景
と
し
て
の
禅
経
の
存
在
 

さ
て
、
ま
ず
右
の
表
と
本
稿
末
尾
の
【
出
典
一
覧
表
】
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
全
二
九
例
の
う
ち
、『
大
智
度
論
』
の
二
例
を
除

く
二
七
例
が
、
い
わ
ゆ
る
禅
経
を
出
典
と
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
用
例
の
多
く
が
、
主
に
鳩
摩
羅
什
訳
の
諸
禅
経
に
説
か

れ
る
五
門
禅
の
解
説
中
に
定
型
句
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

こ
こ
で
い
う
五
門
禅
と
は
、（
一
）
不
浄
観
、（
二
）
慈
悲
観
、（
三
）
因
縁
観
、（
四
）
数
息
観
、（
五
）
念
仏
観
か
ら
な
る
、
各
煩

悩
に
対
処
す
る
方
法
の
一
つ
で
あ
り
、
例
え
ば
、
代
表
的
な
禅
経
と
し
て
知
ら
れ
る
『
坐
禅
三
昧
経（

14
）』
に
は
、 

 



若
多
二

婬
欲
一

人
、
不
浄
法
門
治
。
若
多
二

瞋
恚
一

人
、
慈
心
法
門
治
。
若
多
二

愚
癡
一

人
、
思
惟
観
二

因
縁
一

法
門
治
。
若
多
二

思
覚
一

人
、
念
息
法
門
治
。
若
多
二

等
分
一

人
、
念
仏
法
門
治
。
諸
如
レ

是
等
種
種
病
、
種
種
法
門
治
。
       （
大
正
一
五
、
二
七
一
頁
下
） 

 
と
、（
一
）
淫
欲
の
多
い
人
は
不
浄
観
（
不
浄
法
門
）
を
、（
二
）
瞋
恚
の
多
い
人
は
慈
悲
観
（
慈
心
法
門
）
を
、（
三
）
愚
癡
の
多
い

人
は
因
縁
観
（
思
惟
観
因
縁
法
門
）
を
、（
四
）
思
覚（

15
）の
多
い
人
は
数
息
観
（
念
息
法
門
）
を
、（
五
）
等
分（

16
）の
多
い
人
は
念
仏
観
（
念

仏
法
門
）
を
も
っ
て
対
処
す
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
が
、
鳩
摩
羅
什
訳
の
諸
禅
経
が
説
く
五

門
禅
の
解
説
中
に
定
型
句
と
し
て
登
場
す
る
理
由
は
、
蓑
輪
顕
量
〔
二
〇
〇
三
〕
に
、 

 
こ
れ
ら
の
思
惟
の
最
中
に
お
い
て
大
切
な
こ
と
は
、「
如
是
思
惟
、
不
令
外
念
。
外
念
諸
縁
、
摂
之
令
還
（
こ
の
よ
う
に
思
惟
し

て
他
に
思
わ
せ
な
い
。
も
し
さ
ま
ざ
ま
な
縁
を
他
に
思
う
な
ら
ば
、
こ
れ
を
お
さ
め
取
っ
て
も
と
に
還
さ
せ
る
）」
と
あ
る
よ
う

に
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
。
                                                                                （
一
八
四
頁
） 

 
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
心
を
一
つ
の
対
象
に
結
び
つ
け
る
こ
と
」
が
五
門
禅
の
基
本
と
し
て
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
中
に
み
え
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
は
、
主
に
鳩
摩
羅
什
訳
の
諸
禅
経
に
説
か

れ
る
五
門
禅
の
解
説
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
、
こ
の
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
が
定
型
句
と
し
て
用
い
ら
れ

る
際
に
は
、
そ
の
ほ
ぼ
全
て
が
各
法
門
に
配
置
さ
れ
、「
第
八
問
答
」
と
同
様
に
、
心
が
注
意
を
向
け
る
べ
き
特
定
の
対
象
か
ら
離
れ

て
し
ま
っ
た
際
に
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
対
象
へ
と
戻
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
的
な
共
通
性
も

ま
た
、「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
し
て
禅
経
の
存
在
を
想
定
す
る
根
拠
の
一
つ
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。 

ま
た
こ
の
よ
う
な
想
定
は
、
曇
鸞
が
禅
経
を
参
照
し
て
い
た
痕
跡
を
示
す
次
の
説
示
か
ら
も
十
分
に
可
能
と
考
え
る
。『
往
生
論
註
』
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巻
下
、
起
観
生
信
の
作
願
門
釈
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 
　
云
何
作
願
。
心
常
作
レ

願
、
一
心
専
念
三

畢
竟
往
二

生
安
楽
国
土
一

。
欲
三

如
実
修
二

行
奢
摩
他
一

故
。 

訳
二

「
奢
摩
他
」
一

曰
レ

止
。
止
者
、
止
二

心
一
処
一

、
不
レ

作
レ

悪
也
。
此
訳
名
乃
、
不
レ　
乖
二　
大
意
一　
、
於
レ　
義
未
レ　
満
。
何
以
言
レ　
之
。

如
レ　
止
二　
心
鼻
端
一　
、
亦
名
為
レ　
止
、
不
浄
観
止
レ　
貪
、
慈
悲
観
止
レ　
瞋
、
因
縁
観
止
レ　
癡
、
如
レ　
是
等
亦
名
為
レ　
止
、
如
二　
人
将
レ　
行
不
一　
 

レ　行
亦
名
為
レ　
止
。
是
知
、
止
語
浮
漫
、
不
三

正
得
二

「
奢
摩
他
」
名
一

也
。
如
二

椿
柘
楡
柳
一

、
雖
二

皆
名
一
レ

木
、
若
但
云
レ

木
、
安
得
二

楡
柳
一

耶
。
                                                                                                                 （『
聖
典
全
書
』
一
、
四
九
一
頁
） 

 こ
こ
で
は
「
奢
摩
他
」
を
「
止
」
と
訳
す
の
は
、
大
意
に
は
乖
か
な
い
が
義
と
し
て
は
十
分
で
な
い
と
さ
れ
、「
止
」
と
い
う
訳
は

広
義
な
意
味
を
含
む
語
で
あ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
な
か
で
、
五
門
禅
の
中
の
（
一
）
不
浄
観
、（
二
）
慈
悲
観
、（
三
）
因
縁
観
に
つ

い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る（

17
）。
こ
の
こ
と
は
、
曇
鸞
が
何
ら
か
の
形
で
禅
経
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
と

も
に
、「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
し
て
禅
経
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。 

（
三
）
諸
禅
経
の
説
く
数
息
観
 

で
は
、
先
に
確
認
し
た
用
例
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
禅
経
を
「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
し
て
比
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

先
の
表
の
各
項
目
を
一
瞥
す
る
と
、
念
仏
や
そ
の
功
徳
に
つ
い
て
示
す
、『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
に
説
か
れ
る
③
第
五
治
等
分
法
門

や
、『
思
惟
略
要
法
』
の
⑩
観
仏
三
昧
法
、
⑪
法
身
観
法
、
⑫
十
方
諸
仏
観
法
、
⑬
観
無
量
寿
仏
法
、
ま
た
は
、『
五
門
禅
経
要
用
法
』

の
⑭
観
仏
三
昧
法
、
⑮
法
身
観
法
、
⑯
十
方
諸
仏
観
法
、
あ
る
い
は
『
仏
説
観
経
』
の
⑲
法
観
、
⑳
無
量
寿
仏
観
、
と
い
っ
た
五
門
禅

中
の
（
五
）
念
仏
観
に
関
す
る
項
目（

18
）と
の
関
係
が
想
起
さ
れ
る
が
、「
第
八
問
答
」
の
主
題
が
「
問
う
て
曰
わ
く
、
心
若
し
他
縁
せ
ば
、
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之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
、
念
の
多
少
を
知
る
べ
し
。
但
だ
多
少
を
知
る
と
も
、
復
た
無
間
に
は
非
ず
。
若
し
心
を
凝
し
想
を
注
げ
ば
、

復
た
何
に
依
り
て
か
念
の
多
少
を
記
す
る
こ
と
を
得
べ
き
」
と
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
で
あ
る
点
よ
り
す
れ
ば
、
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
、
同
じ
く
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
を
主
題
と
す
る
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
の
⑦
（
四
）
菩
薩
数
息
観（

19
）に
関
す
る
説
示
と
な
る

だ
ろ
う
。
以
下
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。 

 
⑦
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
数
息
観
 

若
菩
薩
、
心
多
思
覚
、
常
念
二

阿
那
波
那
一

。
入
時
出
時
、
数
レ

一
乃
至
レ

十
、
一
一
心
不
レ

令
二

馳
散
一

。
…
…
復
次
、
十
方
無
量
衆

生
、
我
一
人
応
当
悉
度
、
使
レ

得
二

仏
道
一

。
心
忍
不
レ

退
、
不
レ

悔
、
不
レ

却
、
不
レ

懈
、
不
レ

厭
、
不
レ

畏
、
不
レ

難
、
是
生
忍
中
、
一

心
繋
レ

念
、
三
種
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
是
名
二

生
忍
一

。
            （
大
正
一
五
、
二
八
五
頁
上
） 

 こ
こ
で
い
う
数
息
観
（
阿
那
波
那
）
と
は
、
先
に
引
用
し
た
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
な
か
に
、「
若
し
思
覚
多
き
人
な
れ
ば
、
念
息
法

門
を
も
て
治
す
」
と
説
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
思
覚
（
様
々
な
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
）
の
多
い
人
が
、
思
覚
を
治
め
る
方
法
と
し
て
説

か
れ
た
法
門
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
⑦
の
文
は
、
様
々
な
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
の
多
い
菩
薩
を
想
定
し
て
設
け
ら
れ
た
法
門
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
吐
く
息
と
吸
う
息
と
を
一
回
と
し
て
数
え
、
そ
の
回
数
が
十
回
に
至
る
ま
で
数
え
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、

そ
の
心
は
散
り
乱
れ
る
こ
と
は
な
い
と
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
数
息
観
を
修
め
て
い
く
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を

仏
道
へ
導
こ
う
と
念
じ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
た
上
で
、「
諸
縁
に
外
念
せ
ば
、
之
を
摂
し
て
還
ら
し
む
」
と
、「
摂
之
令
還
」
の
語
を

も
っ
て
、
心
が
他
の
対
象
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
に
と
結
ば
れ
て
い
る
。 

「
第
八
問
答
」
で
は
、
後
半
の
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
仏
道
へ
導
こ
う
と
念
じ
る
記
述
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ

と
を
主
題
と
し
、
心
が
他
の
対
象
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
が
用
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い
ら
れ
て
い
る
点
は
、
こ
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
と
一
致
し
て
い
る
。 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
は
、
巻
上
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る（

20
）。 

 
若
思
覚
偏
多
、
当
レ

習
二

阿
那
般
那
三
昧
法
門
一

。
有
二

三
種
学
人
一

。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。 

若
初
習
行
、
当
レ

教
。
言
、
一
心
念
レ

数
、
入
レ

息
出
レ

息
。
若
長
若
短
、
数
一
至
レ

十
。 

若
已
習
行
、
当
レ

教
。
言
、
数
一
至
レ

十
、
随
二

息
入
出
一

、
念
与
息
倶
、
止
二

心
一
処
一

。 

若
久
習
行
、
当
レ

教
。
言
、
数
・
随
・
止
・
観
・
転
観
・
清
浄
、
阿
那
般
那
三
昧
六
種
門
十
六
分
。
（
大
正
一
五
、
二
七
三
頁
上
） 

 こ
こ
で
は
、
思
覚
（
様
々
な
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
）
の
多
い
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
数
息
観
（
阿
那
般
那
三
昧
法
門
）
を
修
め
る
べ
き

こ
と
が
示
さ
れ
、
数
息
観
を
修
め
る
行
者
が
、
初
習
行
（
初
め
て
実
践
を
行
う
者
）、
已
習
行
（
既
に
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
）、
久
習

行
（
長
い
間
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
）
と
、
習
熟
の
度
合
い
に
よ
っ
て
三
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。 

初
め
て
実
践
を
行
う
者
に
は
、
数
を
数
え
る
こ
と
に
集
中
し
、
入
る
息
と
出
る
息
と
を
十
回
数
え
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
、
既
に
実
践

を
行
っ
て
い
る
者
に
は
、
そ
の
入
る
息
と
出
る
息
と
を
十
回
数
え
る
な
か
に
念
じ
る
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
、
心
を
一
つ
の
対
象
に
と
ど

め
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
、
長
い
間
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
に
は
、
数
・
随
・
止
・
観
・
転
観
・
清
浄
の
六
種
か
ら
な
る
六
妙
門
を
修
め

る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。 

さ
て
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
は
こ
の
巻
上
が
初
出
で
あ
り
、
巻
下
の

記
述
は
、
こ
の
巻
上
の
記
述
を
前
提
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
説
示
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
先
の
巻
下
に
示
さ
れ
て
い

た
数
息
観
を
修
め
る
行
者
は
、
単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
た
複
数
の

行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、『
坐
禅
三
昧
経
』
を
含
め
た
禅
経
に
み
ら
れ
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る
特
色
の
一
つ
で
あ
り
、
例
え
ば
、『
坐
禅
三
昧
経
』
の
巻
上
に
説
か
れ
る
①
第
二
治
瞋
恚
法
門
や
、
②
第
三
治
愚
癡
法
門
、
③
第
五

治
等
分
法
門
、
ま
た
は
『
禅
法
要
解
』
巻
上
の
⑧
浄
観
や
、『
思
惟
略
要
法
』
の
⑬
観
無
量
寿
仏
法
、
あ
る
い
は
、
⑳『
仏
説
観
経
』
の

無
量
寿
仏
観
な
ど
も
同
様
に
、
五
門
禅
中
の
各
法
門
を
修
め
る
行
者
は
、
単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。 

以
下
に
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
、
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
禅
経
の
説
く
数
息
観
に
関
す
る
説
示
を
念
頭
に
置
い
て
「
第
八
問
答
」
を
読

み
直
す
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
問
題
と
さ
れ
て
き
た
「
方
便
」
が
記
さ
れ
た
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で

以
下
の
考
察
に
お
い
て
は
、
先
の
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
説
示
を
念
頭
に
据
え
た
上
で
、
今
一
度
「
第
八
問
答
」
の
内

容
を
、
設
問
部
、
回
答
部
、
末
尾
の
「
方
便
」
に
関
す
る
記
述
、
の
順
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。 

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
で
は
、
主
に
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
を
「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
想
定
し
検
討

を
進
め
て
き
た
が
、
禅
経
の
な
か
に
は
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
と
ほ
ぼ
同
様
の
構
造
を
有
す
る
テ
キ
ス
ト
も
存
在
し
て
お
り
、
曇

鸞
が
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
以
外
の
禅
経
に
も
目
を
通
し
て
い
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
で
は
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
慮
し
、「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
を
「『
坐
禅
三
昧
経
』
を
始
め
と
す
る
禅
経
の
数
息
観
に
関
す
る

記
述
」
と
広
く
想
定
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い（

21
）。 

（
四
）「
第
八
問
答
」
の
再
検
討
 

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
ま
ず
は
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
部
か
ら
検
討
し
て
い
こ
う
。 

 
問
曰
、
心
若
他
縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
、
可
レ

知
二

念
之
多
少
一

。
但
知
二

多
少
一

、
復
非
二

無
間
一

。
若
凝
レ

心
注
レ

想
、
復
依
レ

何
可
レ

得
　
　

レ

記
二

念
之
多
少
一

。
                                                                                                      （『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
五
頁
） 
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本
稿
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、「
第
八
問
答
」
で
は
「
念
」
の
回
数
を
数
え
る
方
法
に
つ
い
て
の
問
答
が
な
さ
れ
、
こ
の
設
問

で
は
、「
念
」
の
回
数
を
数
え
た
場
合
に
は
心
が
無
間
心
と
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
と
、
心
が
無
間
心
と
な
っ
た
の
で
は

「
念
」
の
回
数
が
数
え
ら
れ
な
い
と
い
う
点
と
の
矛
盾
が
問
い
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
。 

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
第
八
問
答
」
の
概
要
を
踏
ま
え
た
上
で
、
筆
者
が
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
禅
経
に
定
型
句
と
し
て
繰
り

返
し
登
場
す
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
設
問
に
お
い
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
確
認

し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
は
、
心
が
注
意
を
向
け
る
べ
き
特
定
の
対
象
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
際
に
、
そ

の
心
を
ま
た
元
の
対
象
へ
と
戻
す
こ
と
を
指
示
す
る
表
現
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
表
現
に
関
す
る
出
拠
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
『
坐
禅
三
昧

経
』
を
中
心
と
す
る
禅
経
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
曇
鸞
が
禅
経
を
参
照
し
て
い
た
痕
跡
が
窺
え
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
こ
の
設
問
部
に
み
え
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
禅
経
の
説
く
文
脈
に
即
し
て
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。 

で
は
、
こ
の
設
問
部
に
み
え
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
を
、
先
に
指
摘
し
た
『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
関
す
る
説
示
に
即

し
て
理
解
し
た
場
合
、
こ
の
設
問
部
を
ど
の
よ
う
に
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
設
問
部
の
読
解
に
際
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
先
ほ
ど
の
『
坐
禅
三
昧
経
』
に
示
さ
れ
て
い
た
数
息
観
を
修
め
る
行
者
は
、

単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
行
者
に
対
し
て
、「
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
」
と
「
摂
之
令
還
」
の
語
を
も
っ
て
、
心

が
他
の
対
象
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う

こ
と
、
の
二
点
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
設
問
の
「
問
う
て
曰
わ
く
、
心
若
し
他
縁
せ
ば
、
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
、
念
の
多
少
を
知
る
べ
し
。
但
だ

多
少
を
知
る
と
も
、
復
た
無
間
に
は
非
ず
。
若
し
心
を
凝
し
想
を
注
げ
ば
、
復
た
何
に
依
り
て
か
念
の
多
少
を
記
す
る
こ
と
を
得
べ

き
」
と
い
う
文
脈
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
の
設
問
の
前
提
も
ま
た
、
単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
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の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
冒
頭
部
に
み

え
る
「
摂
之
令
還
」
と
い
う
表
現
は
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
行
者
を
対
象
と
し
た
表
現
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
以
上
の
検
討

を
踏
ま
え
た
上
で
の
設
問
部
に
対
す
る
筆
者
の
現
代
語
訳
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 

問
う
。〔
そ
れ
ぞ
れ
の
者
が
〕
も
し
も
、
心
に
〔
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
以
外
の
〕
他
の
こ
と
が
ら
を
思
い
浮
べ
て
し
ま
っ

た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
捉
ま
え
て
〔
元
の
集
中
し
た
状
態
へ
と
〕
還
す
こ
と
で
、〔
ま
た
〕
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、〔
念
の
〕
回
数
を
数
え
る
と
な
る
と
、
再
び
他
の
想
い
を
雑
え
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。
も
し
も
、
心
を
集
中
さ
せ
て

想
い
を
注
ご
う
と
す
る
の
な
ら
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。 

 そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
設
問
に
対
し
、
そ
の
答
え
が
示
さ
れ
た
の
が
、
以
下
の
回
答
部
で
あ
っ
た
。 

 
答
曰
、『
経
』
言
二

「
十
念
」
一

者
、
明
二

業
事
成
弁
一

耳
。
不
二

必
須
一
レ

知
二

頭
数
一

也
。
如
レ

言
二

蟪
蛄
不
一
レ

識
二

春
秋
一

。
伊
蟲
豈
知
二

朱
陽
之
節
一

乎
。
知
者
言
レ

之
耳
。
十
念
業
成
者
、
是
亦
通
レ

神
者
言
レ

之
耳
。
但
積
レ

念
相
続
、
不
レ

縁
二

他
事
一

便
罷
。
復
何
暇
須
　

レ

知
二

念
之
頭
数
一

也
。
                                                                                    （『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
五
―
四
八
六
頁
） 

 こ
の
回
答
部
も
、
本
稿
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
経
』
に
十
念
と
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
業
が
成
就
し
た
こ
と
を
明
か

す
の
み
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
数
を
知
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
蝉
が
春
と
秋
を
知
ら
ず
、
ま
た
夏
で
あ
る
こ
と
さ
え
も
知
ら
な
い

こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
十
念
業
成
と
あ
る
の
も
同
様
に
、
神
通
者
の
み
が
そ
の
数
を
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
念
を
積
み
、
そ
の
念
を
相

続
し
て
、
他
の
こ
と
を
縁
ず
る
必
要
は
な
い
。
ど
れ
ほ
ど
の
暇
が
あ
っ
て
そ
の
数
を
知
る
べ
き
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
と
の
答
え
が
こ
の

110

曇鸞の臨終への視座



回
答
部
の
内
容
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数
を
数
え
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
設
問
に
対
す
る
こ
こ
で
の
回
答
を
端
的
に
示
す
な
ら
ば
「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。 さ

て
、
こ
の
回
答
部
の
読
解
に
際
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
十
念
が
「
業
事
の
成
就
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
「
業
事
の
成

就
」
で
あ
る
十
念
の
具
体
相
に
つ
い
て
は
、
神
通
者
の
み
知
り
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
曇
鸞
は
こ
の
十
念

を
、〈
臨
終
時
〉
の
願
生
者
の
上
に
は
知
り
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
概
念
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と（

22
）、
そ
し
て
、
こ
の
回
答

部
で
は
、〈
臨
終
時
〉
に
「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
示
さ
れ
る
も
の
の
、〈
臨
終
以
前
〉
に
お
け
る
「
念
の
回
数
を
数
え

る
こ
と
」
ま
で
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
こ
の
回
答
部
で
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
て
い
く
際
の
理
想
的
な
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
説

か
れ
る
中
で
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
こ
と
が
明
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
〈
臨
終
時
〉
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
の
な
い
「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数
を
数
え
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
「
念
の
回
数
を
数
え
る

こ
と
」
に
つ
い
て
の
冒
頭
の
問
い
は
、
未
だ
こ
の
回
答
部
に
お
い
て
継
続
し
て
い
る
問
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
、
続
く
末
尾
の
一
文
を
読
解
す
る
上
で
大
き
な
意
味
を
持
つ
。 

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
最
後
に
、
末
尾
の
「
方
便
」
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。 

 
若
必
須
レ

知
、
亦
有
二

方
便
一

。
必
須
二

口
授
一

。
不
レ

得
レ

題
二

之
筆
点
一

。
                                  （『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
六
頁
） 

 さ
て
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
の
設
問
部
で
は
、「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数

を
数
え
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
の
問
い
が
設
け
ら
れ
、
回
答
部
で
は
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
の
答
え
が
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提
示
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
設
問
部
と
回
答
部
の
内
容
の
み
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
は
、
整
然
と
し

た
受
け
答
え
が
な
さ
れ
た
問
答
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

で
は
、
な
ぜ
そ
れ
に
続
け
て
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
ま
さ
に

本
稿
で
問
題
と
し
て
き
た
点
で
あ
る
が
、
先
の
設
問
部
の
検
討
に
お
い
て
確
認
し
た
、
こ
の
「
第
八
問
答
」
の
設
問
の
前
提
に
は
、
単

独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
や
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
行
者
に
対
し
て
、「
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
」
と
「
摂
之
令
還
」
の
語
を
も
っ
て
、
心
が
他
の
対

象
に
向
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
あ

る
い
は
、
回
答
部
の
検
討
に
お
い
て
確
認
し
た
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
回
答
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
臨
終
時
〉

に
十
念
を
成
就
さ
せ
て
い
く
際
の
理
想
的
な
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
説
く
中
で
示
さ
れ
た
説
示
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
や
、
こ
の
問

答
で
は
、〈
臨
終
以
前
〉
に
お
け
る
「
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
」
ま
で
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
末

尾
に
記
さ
れ
た
「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
い
う
一
文
は
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
最
初
の
回
答

に
続
く
二
つ
目
の
回
答
部
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

す
な
わ
ち
、
こ
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
方
便
」
に
関
す
る
一
文
は
、
冒
頭
の
「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数
を
数
え

る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
設
問
に
対
す
る
回
答
の
一
つ
で
あ
り
、
曇
鸞
が
こ
の
よ
う
な
「
方
便
」
に
つ
い
て
説
い
た
理
由

は
、『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
を
修
め
る
行
者
が
、
初
習
行
（
初
め
て
実
践
を
行
う
者
）、
已
習
行
（
既
に
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
）、

久
習
行
（
長
い
間
実
践
を
行
っ
て
い
る
者
）
と
、
習
熟
の
度
合
い
に
よ
っ
て
三
種
に
分
類
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
根
の
行

者
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
行
者
に
対
し
、〈
臨
終
以

前
〉
か
ら
そ
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
に
つ
い
て
説
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
ら
れ
る（

23
）。 
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お
わ
り
に
 

本
稿
で
は
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
の
一
つ
で
あ
る
、
八
番
問
答

「
第
八
問
答
」
の
説
示
を
検
討
対
象
と
し
、
曇
鸞
の
臨
終
に
対
す
る
意
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
検
討
を
進
め

て
き
た
。
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
内
容
を
纏
め
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 
①『
往
生
論
註
』
の
「
第
八
問
答
」
で
は
、
そ
の
回
答
部
に
「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
の
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
に
も

拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
そ
れ
に
続
け
て
「
念
の
回
数
を
数
え
る
方
便
が
あ
る
」
と
の
一
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、「
方
便
」

が
記
さ
れ
た
理
由
、
そ
し
て
、
そ
の
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
は
文
字
で
は
な
く
、
な
ぜ
、
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
示

さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
、「
方
便
」
を
伝
え
る
方
法
、
の
二
点
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
。 

 ②
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
第
八
問
答
」
の
冒
頭
部
に
み
え
る
「
摂
之
令
還
」（
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
）
と
あ
る
表
現
を
手
掛
か
り
に
、

「
第
八
問
答
」
の
思
想
背
景
と
し
て
「『
坐
禅
三
昧
経
』
を
始
め
と
す
る
禅
経
の
数
息
観
に
関
す
る
記
述
」
を
想
定
し
た
上
で
、
再
度

「
第
八
問
答
」
の
読
解
を
試
み
た
。 

 ③
ま
ず
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
部
の
読
解
で
は
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
の
前
提
に
は
、
単
独
の
行
者
の
み
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
習
熟
の
度
合
い
に
応
じ
る
形
で
複
数
の
行
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
上
で
、
設
問
で

は
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
行
者
に
対
し
て
、「
之
を
摂
し
て
還
ら
し
め
」
と
「
摂
之
令
還
」
の
語
を
も
っ
て
、
心
が
他
の
対
象
に
向



か
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
心
を
ま
た
元
の
状
態
へ
と
還
す
よ
う
指
示
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
論

じ
た
。
ま
た
、
回
答
部
の
読
解
で
は
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
回
答
は
、
あ
く
ま
で
も
〈
臨
終
時
〉
に
十
念

を
成
就
さ
せ
て
い
く
際
の
理
想
的
な
心
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
説
く
中
で
示
さ
れ
た
説
示
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
と
と
も

に
、
こ
の
問
答
で
は
、〈
臨
終
以
前
〉
に
お
け
る
「
念
の
回
数
を
数
え
る
こ
と
」
ま
で
は
否
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
念
の
回
数
を
数
え

る
こ
と
」
に
つ
い
て
の
冒
頭
の
問
い
は
、
未
だ
回
答
部
に
お
い
て
継
続
し
て
い
る
問
い
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。 

 
④
ま
た
、「
第
八
問
答
」
末
尾
の
「
方
便
」
に
関
す
る
記
述
の
読
解
で
は
、
こ
の
末
尾
に
記
さ
れ
た
「
方
便
」
に
関
す
る
一
文
は
、
冒

頭
の
「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
な
く
、
念
の
回
数
を
数
え
る
方
法
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
設
問
に
対
す
る
回
答
、
す
な
わ

ち
、「
念
の
回
数
を
数
え
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
最
初
の
回
答
に
続
く
二
つ
目
の
回
答
部
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た

上
で
、
曇
鸞
が
こ
の
よ
う
な
「
方
便
」
に
つ
い
て
説
い
た
理
由
は
、『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
を
修
め
る
行
者
に
複
数
の
機
類
が

想
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
機
根
の
行
者
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
、
念
の
回
数
を
数

え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
行
者
に
対
し
、〈
臨
終
以
前
〉
か
ら
そ
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
に
つ
い
て
説
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
と
結
論
し
た
。 

 な
お
、
念
の
回
数
を
数
え
る
「
方
便
」
が
、
な
ぜ
文
字
で
は
な
く
、
口
頭
で
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点

に
関
す
る
問
題
は
依
然
と
し
て
残
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
仮
説
を
想
定
で
き
る
も
の
の
、
現
段
階
で
は
推
測
の
域
を

出
な
い
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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【
出
典
一
覧
表
】 

 
①
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
、
第
二
治
瞋
恚
法
門
 

若
瞋
恚
偏
多
、
当
レ

学
二

三
種
慈
心
法
門
一

。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。 

若
初
習
行
者
、
当
二

教
言
一

。
慈
及
二

親
愛
一

。
云
何
親
及
、
願
レ

与
二

親
楽
一

。
行
者
、
若
得
二

種
種
身
心
快
楽
一

、
寒
時
得
レ

衣
、
熱

時
得
レ

涼
、
飢
渇
得
二

飲
食
一

、
貧
賤
得
二

富
貴
一

、
行
極
時
得
二

止
息
一

、
如
レ

是
種
種
楽
、
願
二

親
愛
得
一

。
繋
レ

心
在
レ

慈
、
不
レ

令
二

異

念
一

。
異
念
二

諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

若
已
習
行
、
当
二

教
言
一

。
慈
及
二

中
人
一

。
云
何
及
二

中
人
一

而
与
レ

楽
。
行
者
、
若
得
二

種
種
身
心
快
楽
一

、
願
二

中
人
得
一

。
繋
レ

心

在
レ

慈
、
不
レ

令
二

異
念
一

。
異
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

若
久
習
行
、
当
二

教
言
一

。
慈
及
二

怨
憎
一

。
…
…
                                                                  （
大
正
一
五
、
二
七
二
頁
中
） 

 
②
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
、
第
三
治
愚
癡
法
門
 

若
愚
癡
偏
多
、
当
レ

学
二

三
種
思
惟
法
門
一

。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。 

若
初
習
行
、
当
二

教
言
一

。
生
縁
二

老
死
一

、
無
明
縁
レ

行
。
如
レ

是
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

若
已
習
行
、
当
二

教
言
一

。
行
縁
レ

識
、
識
縁
二

名
色
一

、
名
色
縁
二

六
入
一

、
六
入
縁
レ

触
、
触
縁
レ

受
、
受
縁
レ

愛
、
愛
縁
レ

取
、
取

縁
レ

有
。
如
レ

是
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

若
久
習
行
、
当
二

教
言
一

。
無
明
縁
レ

行
、
行
縁
レ

識
、
識
縁
二

名
色
一

、
名
色
縁
二

六
入
一

、
六
入
縁
レ

触
、
触
縁
レ

受
、
受
縁
レ

愛
、

愛
縁
レ

取
、
取
縁
レ

有
、
有
縁
レ

生
、
生
縁
二

老
死
一

。
如
レ

是
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 

（
大
正
一
五
、
二
七
二
頁
下
） 

浄土真宗総合研究 16

115



③
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
上
、
第
五
治
等
分
法
門
 

第
五
法
門
、
治
二

等
分
一

行
。
及
二

重
罪
一

人
、
求
二

索
仏
一

。
如
レ

是
人
等
、
当
レ

教
二

一
心
念
仏
三
昧
一

。
念
仏
三
昧
、
有
二

三
種
　

人
一

。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。
…
…
光
明
、
徹
二

照
無
量
世
界
一

。
初
生
行
二

七
歩
一

、
発
レ

口
演
二

要
言
一

。
出
家
勤
二

苦
行
一

、
菩
提
樹
下
、
降
二

伏
魔
軍
一

。
後
夜
初
明
、
成
二

等
正
覚
一

。
光
相
分
明
、
遠
照
二

十
方
一

、
靡
レ

不
二

周
遍
一

。
諸
天
空
中
弦

歌
、
供
養
散
レ

華
雨
レ

香
。
一
切
衆
生
、
咸
敬
無
量
。
独
二

歩
三
界
一

、
還
顧
転
レ

身
、
如
二

象
王
廻
一

。
観
二

視
道
樹
一

、
初
転
二

法
輪
一

、

天
人
得
レ

悟
、
以
レ

道
自
証
、
得
レ

至
二

涅
槃
一

。
仏
身
如
レ

是
、
感
発
無
量
。
専
レ

心
念
レ

仏
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之

令
レ　
還
。
                                                                                                    （
大
正
一
五
、
二
七
六
頁
上
―
二
七
七
頁
上
） 

 
④
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
不
浄
観
 

行
二

菩
薩
道
一

者
、
於
二

三
毒
中
一

、
若
婬
欲
偏
多
、
先
自
観
レ

身
。
骨
・
肉
・
皮
・
膚
・
筋
・
脈
・
流
血
・
肝
・
肺
・
腸
・
胃
・

屎
・
尿
・
涕
・
唾
、
三
十
六
物
、
九
想
不
浄
、
専
レ

心
内
観
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
如
下

人
執
レ

燭
、　

入
二

雑
穀
倉
一

、
種
種
分
二

別
豆
・
麥
・
黍
・
粟
一

、
無
上
レ

不
二

識
知
一

。 

復
次
、
観
二

身
六
分
一

。
堅
為
二

地
分
一

、
湿
為
二

水
分
一

、
熱
為
二

火
分
一

、
動
為
二

風
分
一

、
孔
為
二

空
分
一

、
知
為
二

識
分
一

。
亦
如
　

レ

屠
レ

牛
、
分
為
二

六
分
一

。
身
・
首
・
四
支
、
各
自
異
レ

処
。
身
有
二

九
孔
一

、
常
流
二

不
浄
一

、
革
嚢
盛
レ

屎
。
常
作
二

是
観
一

、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
…
…
 

復
次
、
既
観
二

不
浄
一

、
則
厭
二

生
死
一

、
当
観
二

浄
門
一

、
繋
二

心
三
処
、
鼻
端
・
眉
間
・
額
上
一

。
当
下

於
二

是
中
一

、
開
二

一
寸
皮
一

、

浄
中

除
血
肉
上

。
繋
二

心
白
骨
一

、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                 （
大
正
一
五
、
二
八
一
頁
中
―
下
） 
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⑤
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
慈
三
昧
 

行
二

菩
薩
道
一

者
、
若
瞋
恚
偏
多
、
当
レ

行
二

慈
心
一

。
念
二

東
方
衆
生
一

、
慈
心
清
浄
、
無
レ

怨
無
レ

恚
、
広
大
無
量
、
見
三

諸
衆
生
、

悉
在
二

目
前
一

。
南
・
西
・
北
方
・
四
維
・
上
・
下
、
亦
復
如
レ

是
。
制
レ

心
行
レ

慈
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
異
縁
一

、
摂
レ　
之
令
　
　

レ　還
。
                                                                                                                             （
大
正
一
五
、
二
八
二
頁
上
） 

 
⑥
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
因
縁
観
 

是
中
十
二
因
縁
。
一
切
世
間
、
非
二

無
因
縁
辺
一

。
非
二

天
辺
一

、
非
二

人
辺
一

、
非
二

種
種
等
邪
縁
辺
出
一

。
菩
薩
観
二

十
二
因
縁
一

、

繋
レ

心
不
レ

動
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                                              （
大
正
一
五
、
二
八
三
頁
中
） 

 
⑦
鳩
摩
羅
什
訳
『
坐
禅
三
昧
経
』
巻
下
、
菩
薩
数
息
観
 

若
菩
薩
、
心
多
思
覚
、
常
念
二

阿
那
波
那
一

。
入
時
出
時
、
数
レ

一
乃
至
レ

十
、
一
一
心
不
レ

令
二

馳
散
一

。
…
…
復
次
、
十
方
無
量

衆
生
、
我
一
人
応
当
悉
度
、
使
レ

得
二

仏
道
一

。
心
忍
不
レ

退
、
不
レ

悔
、
不
レ

却
、
不
レ

懈
、
不
レ

厭
、
不
レ

畏
、
不
レ

難
、
是
生
忍
中
、

一
心
繋
レ

念
、
三
種
思
惟
、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
是
名
二

生
忍
一

。
         （
大
正
一
五
、
二
八
五
頁
上
） 

 
⑧
鳩
摩
羅
什
訳
『
禅
法
要
解
』
巻
上
、
浄
観
 

浄
観
者
三
品
。
或
初
習
行
、
或
已
習
行
、
或
久
習
行
。 

若
初
習
行
、
当
二

教
言
一

。
破
レ

皮
却
二

不
浄
一

、
当
レ

観
二

白
骨
人
一

。
繋
レ

意
在
レ

観
、
不
レ

令
二

外
意
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
　

レ　還
。 

若
已
習
行
、
当
二

教
言
一

。
心
却
二

皮
肉
一

、
具
観
二

頭
骨
一

、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。 
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若
人
習
行
、
却
二

身
中
一
寸
皮
肉
一

、
繋
二

意
五
処
、
頂
上
・
額
上
・
眉
間
・
鼻
端
・
心
処
一

。
如
レ

是
等
処
、
住
レ

意
在
レ

骨
、
不
　

レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
…
…
若
能
一
寸
中
住
、
便
得
二

遍
却
一

、
不
レ

得
三

但
観
二

赤
骨
人
一

。
得
二

此
観
一

已
、

棄
二

赤
骨
人
一

、
観
二

白
骨
人
一

、
不
レ

令
二

外
念
一

。
外
二

念
諸
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                         （
大
正
一
五
、
二
九
二
頁
中
） 

 
⑨
鳩
摩
羅
什
訳
『
禅
法
要
解
』
巻
下
、
天
耳
通
 

問
曰
、
物
変
如
レ

是
、
化
無
二

本
末
一

。
其
事
云
何
。
答
曰
、
有
レ

言
下

虚
空
中
四
大
、
所
レ

造
二

微
塵
一

、
化
心
力
故
上

。
令
三

諸
微

塵
、
合
二

成
化
人
一

。
譬
如
下

人
死
、
或
生
二

天
上
一

、
或
生
二

地
獄
一

、
罪
福
因
縁
故
上

。
和
合
微
塵
為
レ

化
、
亦
如
レ

是
等
、
是
物
変
化

神
通
相
。
若
行
者
、
欲
レ

求
二

天
耳
一

、
亦
以
二

第
四
禅
一

為
レ

本
。
修
二

四
如
意
分
一

、
如
二

上
所
説
一

。
調
二

柔
其
心
一

、
属
二

念
大
衆
音

声
一

、
取
二

種
種
声
相
一

、
所
レ

聞
之
声
、
常
当
二

想
念
一

。
若
心
余
縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
常
当
二

一
心
修
一
レ

念
、
即
於
耳
中
。 

（
大
正
一
五
、
二
九
六
頁
上
―
中
） 

 
⑩
鳩
摩
羅
什
訳
『
思
惟
略
要
法
』
観
仏
三
昧
法
 

仏
為
二

法
王
一

、
能
令
三

人
得
二

種
種
善
法
一

。
是
故
習
禅
之
人
、
先
当
レ

念
レ

仏
。
念
仏
者
、
令
下

無
量
劫
重
罪
微
薄
、
得
上
レ

至
二

禅

定
一

。
至
レ

心
念
レ

仏
、
仏
亦
念
レ

之
。
如
下

人
為
レ

王
所
レ

念
、
怨
家
債
主
、
不
中

敢
侵
近
上

。
念
仏
之
人
、
諸
余
悪
法
、
不
二

来
擾
乱
一

。

若
念
レ

仏
者
、
仏
常
在
也
。
云
何
憶
念
。
人
之
自
信
、
無
レ

過
レ

於
レ

眼
。
当
下

観
二

好
像
一

、
便
如
中

真
仏
上

。
先
従
二

肉
髻
、
眉
間
白
　

毫
一

下
、
至
レ

於
レ

足
、
従
レ

足
復
至
二

肉
髻
一

。
如
レ

是
相
相
諦
取
、
還
二

於
静
処
一

。
閉
レ

目
思
惟
、
繋
レ

心
在
レ

像
、
不
レ

令
二

他
念
一

。

若
念
二

余
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
心
目
観
察
、
如
レ

意
得
レ

見
、
是
為
レ

得
二

観
像
定
一

。
当
レ

作
二

是
念
一

。（
大
正
一
五
、
二
九
九
頁
上
） 
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⑪
鳩
摩
羅
什
訳
『
思
惟
略
要
法
』
法
身
観
法
 

法
身
観
者
、
已
於
二

空
中
一

、
見
二

仏
生
身
一

。
当
下

因
二

生
身
一

、
観
中

内
法
身
上

。
十
力
・
四
無
所
畏
・
大
慈
・
大
悲
・
無
量
善
業
。

如
下

人
先
念
二

金
瓶
一

、
後
観
中

瓶
内
摩
尼
宝
珠
上

。
所
二

以
尊
妙
、
神
智
無
比
一

、
無
レ

遠
無
レ

近
、
無
レ

難
無
レ

易
、
無
限
世
界
、
悉
如
二

目
前
一

、
無
レ

有
二

一
人
一

、
在
二

於
外
者
一

。
一
切
諸
法
、
無
レ

所
レ

不
レ

了
、
常
当
下

専
念
、
不
上
レ

令
二

心
散
一

。
心
念
二

余
縁
一

、
摂
レ　
之

令
レ　
還
。
                                                                                                                          （
大
正
一
五
、
二
九
九
頁
中
） 

 
⑫
鳩
摩
羅
什
訳
『
思
惟
略
要
法
』
十
方
諸
仏
観
法
 

念
二

十
方
諸
仏
一

者
、
坐
観
二

東
方
一

、
廓
然
明
浄
、
無
二

諸
山
河
石
壁
一

、
唯
見
二

一
仏
結
跏
趺
坐
、
挙
手
説
法
一

。
心
眼
観
察
、
光

明
相
好
、
画
然
了
了
。
繋
レ

念
在
レ

仏
、
不
レ

令
二

他
縁
一

。
心
若
余
縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                 （
大
正
一
五
、
二
九
九
頁
下
） 

 
⑬
鳩
摩
羅
什
訳
『
思
惟
略
要
法
』
観
無
量
寿
仏
法
 

観
二

無
量
寿
仏
一

者
、
有
二

二
種
人
一

。 

鈍
根
者
、
先
当
レ

教
下

令
心
眼
、
観
二

察
額
上
一
寸
一

。
除
二

却
皮
肉
一

、
但
見
二

赤
骨
一

。
繋
レ

念
在
レ

縁
、
不
レ

令
二

他
念
一

。
心
若
余

縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
…
…
無
量
寿
仏
、
其
身
姝
大
、
光
明
亦
妙
、
西
向
端
坐
。
相
相
諦
取
、
然
後
総
観
二

其
身
一

。
結
跏
趺
坐
、
顔

容
巍
巍
、
如
二

紫
金
山
一

。
繋
レ

念
在
レ

仏
、
不
レ

令
二

他
縁
一

。
心
若
余
縁
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
常
如
二

与
レ

仏
対
坐
一

不
レ

異
。
如
レ

是
不
　

レ

久
、
便
可
レ

得
レ

見
。 

若
利
根
者
、
但
当
三

先
作
二

明
想
一

。
晃
然
空
浄
、
乃
於
二

明
中
一

観
レ

仏
、
便
可
レ

得
レ

見
。
行
者
若
欲
レ

生
二

於
無
量
寿
仏
国
一

者
、

当
三

作
レ

如
レ

是
、
観
二

無
量
寿
仏
一

也
。
                                                             （
大
正
一
五
、
二
九
九
頁
下
―
三
〇
〇
頁
上
） 
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⑭
曇
摩
蜜
多
訳
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
観
仏
三
昧
法
 

仏
為
二

法
王
一

、
能
令
三

人
得
二

種
種
善
法
一

。
是
故
坐
禅
之
人
、
先
当
レ

念
レ

仏
。
仏
者
、
能
令
下

人
無
量
罪
微
薄
、
得
中

諸
禅
定
上

。

至
レ

心
念
レ

仏
、
仏
亦
念
レ

人
。
為
レ

王
所
レ

念
、
怨
家
債
主
、
不
レ

能
二

侵
近
一

。
念
仏
亦
爾
。
諸
余
悪
法
、
不
レ

能
二

擾
乱
一

。
若
念
レ

仏

者
、
仏
不
レ

在
レ

世
。
云
何
憶
念
。
人
之
自
信
、
無
レ

過
レ

於
レ

眼
。
当
下

観
二

好
像
一

、
如
中

見
二

真
仏
一

無
上
レ

異
。
先
従
二

肉
髻
、
眉
間
白

毫
一

下
、
至
レ

於
レ

足
、
復
至
二

肉
髻
一

。
相
相
諦
観
、
還
二

於
静
処
一

。
閉
レ

目
思
惟
、
係
レ

心
在
レ

像
、
使
レ

不
二

他
念
一

。
若
有
二

余
縁
一

、

摂
レ　
之
令
レ　
還
。
心
自
観
察
、
如
レ

意
得
レ

見
、
是
為
レ

得
二

観
縁
定
一

。
当
レ

作
二

是
念
一

。
                   （
大
正
一
五
、
三
二
七
頁
上
） 

 
⑮
曇
摩
蜜
多
訳
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
法
身
観
法
 

法
身
観
者
、
已
於
二

空
中
一

、
見
二

仏
生
身
一

。
当
下

因
二

生
身
一

、
観
中

内
法
身
上

、
十
力
・
四
無
所
畏
・
十
八
不
共
法
・
大
慈
・
大

悲
・
無
量
善
業
。
如
下

人
先
見
二

金
瓶
一

、
後
観
中

瓶
内
摩
尼
宝
珠
上

。
所
二

以
法
身
真
妙
神
智
無
比
一

、
無
レ

近
無
レ

遠
、
無
レ

難
無
レ

易
、

無
量
世
界
、
悉
如
二

目
前
一

、
無
レ

有
二

一
法
一

、
而
不
二

知
者
一

。
一
切
諸
法
、
無
レ

所
レ

不
レ

了
。
是
故
行
者
、
当
下

常
専
念
、
不
上
レ

令
二

心
散
一

。
若
念
二

余
縁
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                                                                               （
大
正
一
五
、
三
二
七
頁
中
） 

 
⑯
曇
摩
蜜
多
訳
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
十
方
諸
仏
観
法
 

念
二

十
方
仏
一

者
、
坐
観
二

東
方
一

、
廓
然
大
光
、
無
二

諸
山
河
石
壁
一

、
唯
見
二

一
仏
結
加
趺
坐
、
挙
手
説
法
一

。
心
明
観
察
、
光
明

相
好
、
画
然
明
了
。
係
レ

心
在
レ

仏
、
不
レ

令
二

他
縁
一

。
心
若
余
念
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                     （
大
正
一
五
、
三
二
七
頁
下
） 

 
⑰
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
巻
七
、
初
品
、
放
光
釈
論
 

復
次
、
仏
教
三

弟
子
、
応
二

如
レ

是
坐
一

。
有
二

外
道
輩
一

、
或
常
翹
レ

足
求
レ

道
、
或
常
立
、
或
荷
レ

足
。
如
レ

是
狂
狷
、
心
没
二

邪
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海
一

、
形
不
二

安
隠
一

。
以
レ

是
故
、
仏
教
二

弟
子
一

、
結
加
趺
、
直
レ

身
坐
。
何
以
故
。
直
レ

身
心
易
レ

正
故
。
其
身
直
坐
、
則
心
不
　
　

レ

嬾
。
端
心
正
意
、
繋
レ

念
在
レ

前
。
若
心
馳
散
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
欲
レ

入
二

三
昧
一

故
、
種
種
馳
念
、
皆
亦
摂
レ

之
。
如
レ

此
繋
レ

念
、

入
二

三
昧
王
三
昧
一

。
                                                                                                          （
大
正
二
五
、
一
一
一
頁
中
） 

 
⑱
鳩
摩
羅
什
訳
『
大
智
度
論
』
巻
二
一
、
初
品
、
八
背
捨
「
浄
背
捨
」 

問
曰
、
行
者
以
二

不
浄
一

為
レ

浄
、
名
為
二

顛
倒
一

。
浄
背
捨
観
、
云
何
不
二

顛
倒
一

。
答
曰
、
女
色
不
浄
妄
見
為
レ

浄
、
是
名
二

顛
　

倒
一

。
浄
背
捨
、
観
二

一
切
実
青
色
広
大
一

故
、
不
二

顛
倒
一

。
復
次
、
為
レ

調
レ

心
故
浄
観
。
以
二

久
習
一

、
不
浄
観
心
厭
。
以
レ

是
故
、

習
二

浄
観
一

、
非
二

顛
倒
一

。
亦
是
中
不
レ

著
故
。
復
次
、
行
者
先
観
二

身
不
浄
一

、
随
二

身
法
所
有
内
外
不
浄
一

、
繋
二

心
観
中
一

。
是
時

生
レ

厭
、
淫
・
恚
・
癡
薄
。
即
自
驚
悟
、
我
為
レ

無
レ

目
、
此
身
如
レ

是
。
云
何
生
レ

著
。
摂
レ

心
実
観
、
無
レ

令
二

復
錯
一

。
心
既
調
柔
、

想
レ

身
、
皮
肉
・
血
随
、
不
浄
除
却
、
唯
有
二

白
骨
一

、
繋
二

心
骨
人
一

。
若
外
馳
散
、
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
（
大
正
二
五
、
二
一
五
頁
中
） 

 
⑲『
仏
説
観
経
』
法
観
 

法
観
者
、
已
於
二

空
中
一

、
見
二

仏
生
身
一

。
当
下

因
二

生
身
一

、
観
中

内
法
身
上

。
十
力
・
四
無
所
畏
・
十
八
不
共
法
・
大
悲
・
無
量

善
業
。
如
下

人
先
見
二

金
瓶
一

、
内
有
中

宝
珠
上

。
所
二

以
法
身
真
妙
、
神
智
無
比
一

、
無
レ

近
無
レ

遠
、
無
レ

難
無
レ

易
、
無
辺
世
界
、
悉

在
二

目
前
一

、
無
レ

有
二

一
法
一

、
而
不
レ

知
者
。
一
切
法
、
無
レ

所
レ

不
レ

了
。
是
故
行
人
、
当
下

専
念
、
不
上
レ

令
二

散
乱
一

。
若
心
有
二

余

縁
一

、
即
摂
レ　
之
令
レ　
還
。
                                                                                                 （
大
正
八
五
、
一
四
六
一
頁
上
） 

 
⑳『
仏
説
観
経
』
無
量
寿
仏
観
 

無
量
寿
観
者
、
有
二

二
種
人
一

。
鈍
根
者
、
先
観
二

額
上
一
寸
一

、
無
レ

皮
但
見
二

赤
骨
一

。
念
念
在
レ

心
、
不
レ

令
二

他
縁
一

。
心
若
有
二
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余
念
一

、
摂
レ　
之
令
レ　
還
                                                                                             （
大
正
八
五
、
一
四
六
一
頁
上
│
中
） 

  
【
参
考
文
献
】 

Tran Thuy Khanh〔
二
〇
〇
八
〕「『
坐
禅
三
昧
経
』
に
お
け
る
菩
薩
の
五
観
法
と
『
大
智
度
論
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
五
六
―
二
）。 

阿
部
貴
子
〔
二
〇
〇
六
〕「
入
出
息
念
の
大
乗
的
展
開
―『
大
集
経
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
智
山
学
報
』
五
五
）。 

池
田
英
淳
〔
一
九
三
七
〕「
鳩
摩
羅
什
訳
出
の
禅
経
典
と
廬
山
慧
遠
」（『
大
正
大
学
学
報
』
二
六
）。 

大
南
龍
昇
〔
一
九
七
七
〕「
五
停
心
観
と
五
門
禅
」（
関
口
真
大
（
編
）『
仏
教
の
実
践
原
理
』
山
喜
房
仏
書
林
）。 

香
月
院
深
励
〔
一
九
七
三
〕『
浄
土
論
註
講
義
』（
註
論
講
苑
）
法
蔵
館
。 

佐
藤
泰
舜
〔
一
九
三
一
〕「
思
惟
略
要
法
解
題
」（『
国
訳
一
切
経
』（
経
集
部
四
）
大
東
出
版
社
）。 

塩
崎
幸
雄
（
校
註
）〔
二
〇
〇
六
〕『
坐
禅
三
昧
経
・
達
摩
多
羅
禅
経
他
』（
新
国
訳
大
蔵
経
十
禅
定
経
典
部
二
）
大
蔵
出
版
。 

相
馬
一
意
〔
一
九
九
七
〕「
曇
鸞
の
思
想
と
道
教
」（『
日
本
仏
教
学
会
年
報
』
六
二
）。 

〔
二
〇
一
三
〕『
曇
鸞
『
往
生
論
註
』
の
講
究
』
永
田
文
昌
堂
。 

武
田
龍
精
〔
二
〇
〇
八
〕『
往
生
論
註
出
典
の
研
究
』（
龍
谷
大
学
仏
教
文
化
研
究
叢
書
二
三
）
永
田
文
昌
堂
。 

田
中
裕
成
〔
二
〇
一
五
〕「『
坐
禅
三
昧
経
』
に
お
け
る
出
世
間
道
」（『
仏
教
大
学
仏
教
学
会
紀
要
』
二
〇
）。 

月
輪
賢
隆
〔
一
九
七
一
〕『
仏
典
の
批
判
的
研
究
』
百
華
苑
。 

遠
山
信
証
〔
二
〇
一
八
〕「『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
修
道
構
造
の
枠
組
」（『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
〇
）。 

〔
二
〇
二
〇
〕「『
往
生
論
註
』
に
お
け
る
「
十
念
」
の
語
義
と
位
相
」（『
真
宗
研
究
』
六
四
）。 

〔
二
〇
二
一
a
〕「
曇
鸞
の
修
道
階
位
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」（『
印
仏
研
』
六
九
―
二
）。 

〔
二
〇
二
一
b
〕「
曇
鸞
浄
土
教
に
お
け
る
修
道
論
の
研
究
」（
博
士
論
文
要
旨
、
龍
谷
大
学
学
術
機
関
リ
ポ
ジ
ト
リ
）。 

藤
堂
恭
俊
〔
一
九
六
〇
〕「『
坐
禅
三
昧
経
』
に
説
示
す
る
念
仏
観
の
成
立
背
景
」（『
印
仏
研
』
八
―
二
）。 

幡
谷
明
（
編
）〔
一
九
八
九
〕『
浄
土
論
註
上
下
二
巻
対
照
表
―
曇
鸞
教
学
の
研
究
〈
資
料
篇
〉―
』
同
朋
社
出
版
。 

松
田
慎
也
〔
一
九
八
九
〕「
修
行
道
地
経
の
説
く
安
般
念
に
つ
い
て
」（『
印
仏
研
』
三
七
―
二
）。 
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蓑
輪
顕
量
〔
二
〇
〇
三
〕「『
坐
禅
三
昧
経
』
に
お
け
る
修
行
道
」（『
仏
教
の
修
行
法
―
阿
部
慈
園
博
士
追
悼
論
集
―
』）。 

〔
二
〇
二
一
〕「
止
観
の
分
類
と
マ
イ
ナ
ス
の
反
応
へ
の
対
処
法
」（
同
編
『
仏
典
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
―
負
の
反
応
と
そ
の
対
処
法
―
』
臨
川
書

店
）。 

山
部
能
宜
〔
二
〇
〇
一
〕「『
思
惟
略
要
法
』
と
『
五
門
禅
経
要
用
法
』」（『
印
仏
研
』
四
九
―
二
）。 

〔
二
〇
一
一
〕「
大
乗
仏
教
の
禅
定
実
践
」（『
シ
リ
ー
ズ
大
乗
仏
教
三
大
乗
仏
教
の
実
践
』、
春
秋
社
）。 

 
【
註
】 

（
1
）
拙
稿
〔
二
〇
一
八
〕〔
二
〇
二
〇
〕〔
二
〇
二
一
a
〕〔
二
〇
二
一
b
〕
な
ど
。
同
〔
二
〇
二
一
b
〕
に
、
そ
の
概
要
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。 

（
2
）
拙
稿
〔
二
〇
二
〇
〕
で
は
、
曇
鸞
著
作
内
に
お
け
る
十
念
の
語
を
「
阿
弥
陀
仏
あ
る
い
は
浄
土
に
対
す
る
憶
念
が
、
他
の
想
い
を
雑
え
ず
相
続
し
て
い

っ
た
先
に
開
か
れ
る
心
の
境
地
あ
る
い
は
状
態
」
と
定
義
し
て
い
る
。 

（
3
）『
聖
典
全
書
』
は
「
仮
」
に
作
る
が
、
本
稿
で
は
異
本
の
「
暇
」
を
採
用
し
た
。 

（
4
）
原
文
の
「
無
間
」
の
語
は
、
次
の
八
番
問
答
「
第
六
問
答
」
の
註
釈
中
に
み
え
る
「
無
間
心
」
の
語
と
同
義
で
あ
り
、「
他
の
想
い
を
雑
え
る
こ
と
の
な

い
心
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

云
何
在
二

決
定
一

。
彼
造
罪
人
、
依
二

止
有
後
心
・
有
間
心
一

生
。
此
十
念
者
、
依
二

止
無
後
心
・
無
間
心
一

生
。
是
名
二

決
定
一

。 

（『
聖
典
全
書
』
一
、
四
八
五
頁
） 

（
5
）
そ
の
他
、
曇
鸞
が
〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
記
述
と
し
て
、
以
下
の
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』「
第
九
問

答
」
の
説
示
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

一
往
言
二

十
念
相
続
一

、
似
二

若
不
一
レ

難
。
然
凡
夫
心
、
猶
二

野
馬
一

、
識
劇
二

獼
猴
一

。
馳
二

騁
六
塵
一

、
無
二

暫
停
息
一

。
宜
下

及
二

信
心
一

、
預
自
剋
念
、
使
中

積
習
成
レ

性
、
善
根
堅
固
上

也
。
如
三

仏
告
二

頻
婆
娑
羅
王
一

。
人
積
二

善
行
一

、
死
無
二

悪
念
一

。
如
二

樹
西
傾
、
倒
必
随
一
レ

曲
。
若
使
二

刀
風
一
至
一

、
百
苦

湊
レ

身
。
習
不
レ

在
、
懐
念
何
可
レ

弁
。
又
宜
下

同
志
五
三
、
共
結
二

言
要
一

、
垂
二

命
終
一

時
、
迭
相
開
暁
、
為
称
二
阿
弥
陀
仏
名
号
一

、
願
レ

生
二

安
楽
一

、
声

声
相
次
、
使
上
レ

成
二

十
念
一

也
。
譬
如
二

蝋
印
印
レ

泥
、
印
壊
文
成
一

。
此
命
断
時
、
即
是
生
二

安
楽
一

時
。
一
入
二

正
定
聚
一

、
更
何
所
レ

憂
也
。 

（『
聖
典
全
書
』
一
、
五
六
六
―
五
六
七
頁
） 

（
6
）
相
馬
一
意
〔
一
九
九
七
〕 

『
抱
朴
子
』
に
は
、
何
度
も
な
ん
ど
も
口
訣
あ
る
い
は
口
伝
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
巻
第
二
論
仙
篇
に
は
金
丹
の
製
法
に
関
し
「
其
文
有
り
と
雖
も
、
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然
も
皆
其
要
を
秘
し
、
文
必
ず
口
訣
を
須
ち
」
と
い
い
、
巻
第
八
釈
滞
篇
に
は
房
中
の
法
に
つ
い
て
「
此
法
は
、
乃
真
人
口
口
相
伝
へ
て
、
本
書
せ

ざ
る
な
り
」
と
い
う
。
さ
ら
に
、
巻
第
一
六
黄
白
篇
に
は
仙
薬
の
金
を
つ
く
る
こ
と
を
示
す
が
、
｢明
師
の
口
訣
を
得
ず
ん
ば
、
誠
に
軽
し
く
作
る
可

か
ら
ざ
る
な
り
」
と
も
い
う
。
す
な
わ
ち
口
訣
は
、
道
教
に
一
種
独
特
な
も
の
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
口
伝
（
口
訣
）
の
重
視
と
い

う
秘
密
主
義
は
道
教
に
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
、
と
す
る
専
門
家
の
言
明
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
曇
鸞
の
上
の
表
現
も
、
こ
の
道
教
的
な
態
度
が

あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
思
わ
ず
知
ら
ず
、
こ
れ
は
大
事
で
あ
る
か
ら
口
訣
（
口
授
）
す
べ
き
も
の
と
、
道
教
の
発
想
で

語
っ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
少
し
は
納
得
が
ゆ
く
と
思
う
の
で
あ
る
。
                                                                                （
四
二
―
四
三
頁
） 

（
7
）
深
励
が
「
必
須
二

口
授
一

。
不
レ

得
レ

題
二

之
筆
点
一

」
の
文
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
背
景
に
は
、
直
前
の
「
何
暇
須
レ

知
二

念
之
頭
数
一

也
」
の
文
に
つ
い
て

の
解
説
の
な
か
で
「
元
祖
の
数
を
要
と
せ
ず
と
宣
ひ
、
又
今
家
に
数
を
と
り
て
念
仏
申
す
こ
と
を
御
依
用
の
な
い
は
、
こ
ゝ
の
正
意
を
伝
へ
給
ふ
な
り
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
後
世
の
宗
派
意
識
に
基
づ
く
解
釈
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

（
8
）「
若
久
行
人
念
、
多
応
レ

依
レ

此
」
の
「
此
」
は
、
直
前
に
あ
る
次
の
文
章
を
指
し
て
い
る
。 

但
憶
二

念
阿
弥
陀
仏
若
総
相
、
若
別
相
一

、
随
二

所
縁
一

観
、
逕
二

於
十
念
一

、
無
二

他
念
想
間
雑
一

。
是
名
二

十
念
一

。
又
云
二

十
念
相
続
一

者
、
是
聖
者
一
数

之
名
耳
。
但
能
積
レ

念
、
凝
レ

思
不
レ

縁
二

他
事
一

、
使
二

業
道
成
弁
一

便
罷
。
不
レ

用
。
亦
未
三

労
記
二

之
頭
数
一

也
。
        （『
聖
典
全
書
』
一
、
六
〇
二
頁
） 

（
9
）
こ
こ
で
い
う
「
観
仏
経
」
は
『
観
仏
三
昧
海
経
』
を
指
す
。『
翼
解
』
の
巻
五
に
は
、「『
観
仏
経
』
云
、「
具
二

五
逆
一

者
、
足
二

満
五
劫
一

」。」（
同
、
二
一

丁
右
）、
あ
る
い
は
「『
観
仏
経
』
云
、「
此
無
間
獄
、
寿
一
中
劫
。
造
二

五
逆
罪
一

、
撥
二

無
因
果
一

、
誹
二

謗
大
乗
一

、
犯
二

四
重
禁
一

、
虚
食
二

信
施
一

者
、　

墮
二

此
中
一

」。」（
同
、
二
八
丁
左
）
な
ど
と
あ
る
。
な
お
、
前
者
の
文
は
、
良
忠
（
一
一
九
九
―
一
二
八
七
）『
観
経
疏
伝
通
記
』（
散
善
義
）
か
ら
の
抄

出
で
あ
り
、
後
者
の
文
は
、
源
信
（
九
四
二
―
一
〇
一
七
）『
往
生
要
集
』
か
ら
の
抄
出
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
後
者
の
『
往
生
要
集
』
の
原
文
に
は
、

「
此
無
間
獄
、
寿
一
中
劫
。『
倶
舍

論
』
。
造
二

五
逆
罪
一

、
撥
二

無
因
果
一

、
誹
二

謗
大
乗
一

、
犯
二

四
重
、
虚
食
二

信
施
一

之
者
、
墮
二

此
中
一

。
依
二　
『

三
昧
経
』観仏一　
」（『
聖
典
全

書
』
一
、
一
〇
二
六
頁
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
知
空
は
、
原
文
が
『
観
仏
三
昧
経
』
と
い
う
名
称
で
表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
つ
つ
も
、「
観
仏

経
」
と
い
う
略
称
を
用
い
て
記
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
10
）『
安
楽
集
』
巻
上
、
第
二
大
門
の
広
施
問
答
第
三
の
全
文
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
前
半
部
は
『
往
生
論
註
』「
第
七
問
答
」
の
説
示
を
下
地
と

し
て
構
成
さ
れ
た
文
章
と
な
っ
て
い
る
。 

問
曰
、
既
云
下

垂
レ

終
、
十
念
之
善
、
能
傾
二

一
生
悪
業
一

、
得
上
レ

生
二

浄
土
一

者
、
未
レ

知
、
幾
時
為
二

十
念
一

也
。
答
曰
、
如
二

経
説
云
一

。
百
一
生
滅
、　

成
二

一
刹
那
一

。
六
十
刹
那
、
以
為
二

一
念
一

。
此
依
二

経
論
一

、
汎
解
レ

念
也
。
今
時
解
レ

念
、
不
レ

取
二

此
時
節
一

。
但
憶
二

念
阿
弥
陀
仏
若
総
相
、
若
別
　

相
一

、
随
二

所
縁
一

観
、
逕
二

於
十
念
一

、
無
二

他
念
想
間
雑
一

。
是
名
二

十
念
一

。
又
云
二

十
念
相
続
一

者
、
是
聖
者
一
数
之
名
耳
。
但
能
積
レ

念
、
凝
レ

思
不
　

レ

縁
二

他
事
一

、
使
二

業
道
成
弁
一

便
罷
。
不
レ

用
。
亦
未
三

労
記
二

之
頭
数
一

也
。
又
云
、
若
久
行
人
念
、
多
応
レ　
依
レ　
此
。
若
始
行
人
念
者
、
記
レ　
数
亦
好
。

曇鸞の臨終への視座
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此
亦
依
二　
聖
教
一

。　                                                                                                                                      （『
聖
典
全
書
』
一
、
六
〇
二
頁
） 

（
11
）
迦
才
（
七
世
紀
中
頃
）
の
『
浄
土
論
』
巻
下
「
道
綽
伝
」
に
は
、
道
綽
が
小
豆
を
用
い
た
数
量
念
仏
を
奨
励
し
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

上
精
進
者
、
用
二

小
豆
一

為
レ

数
、
念
二

弥
陀
仏
一

、
得
二

八
十
石
、
或
九
十
石
一

。
中
精
進
者
、
念
二

五
十
石
一

。
下
精
進
者
、
念
二

二
十
石
一

。 

（
大
正
四
七
、
九
八
頁
中
） 

（
12
）
相
馬
一
意
〔
二
〇
一
三
〕
で
は
、「
第
八
問
答
」
の
設
問
部
が
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。 

心
が
、
憶
念
す
る
の
を
終
え
て
、
他
の
こ
と
に
想
い
が
及
ん
で
ゆ
く
な
ら
、
そ
の
心
を
も
と
の
憶
念
に
引
き
も
ど
し
て
、
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
だ
が
そ
う
す
る
と
、
憶
念
の
数
は
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
第
六
問
答
に
い
う
「
無
間
心
」
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
無
間
心
と
は
、
他
の

想
い
が
一
切
混
じ
ら
な
い
で
憶
念
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
｢他
の
こ
と
に
想
い
が
及
ん
で
ゆ
く
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
念
の
数
を
数

え
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
に
想
い
を
注
ぎ
続
け
て
他
の
想
い
が
混
じ
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
が
一

回
目
の
憶
念
で
、
ど
こ
か
ら
が
二
回
目
の
そ
れ
に
な
る
か
な
ど
と
数
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
い
っ
た
い
ど
う
数
を
数
え
て
十
念
な
ど
と
い
え
る
の

か
。
                                                                                                                                                                                 （
二
八
六
頁
） 

（
13
）
な
お
、
大
蔵
経
の
な
か
に
は
、「
外
念
諸
縁
、
摂
念
令
還
」（
外
に
諸
縁
を
念
ぜ
ば
、
念
を
摂
し
て
還
ら
し
む
）、「
若
心
馳
散
、
便
摂
令
還
」（
若
し
心
馳

散
せ
ば
、
便
ち
摂
し
て
還
ら
し
む
）、「
若
心
不
住
、
制
之
令
還
」（
若
し
心
住
せ
ず
は
、
之
を
制
し
て
還
ら
し
む
）
な
ど
、
類
似
の
表
現
が
禅
経
類
（
以

下
の
出
典
中
に
示
し
た
諸
典
籍
を
含
む
）
に
散
見
さ
れ
る
が
、
曇
鸞
が
「
摂
之
令
還
」
と
述
べ
て
い
る
以
上
、
直
接
の
出
典
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は

不
適
切
と
判
断
し
、
出
典
の
対
象
外
と
し
た
。 

（
14
）『
坐
禅
三
昧
経
』
の
成
立
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、（
一
）
下
巻
鳩
摩
羅
什
撰
述
説
（
池
田
英
淳
〔
一
九
三
七
〕、
Tran Thuy Khanh〔
二
〇
〇
八
〕）、

（
二
）
僧
叡
撰
述
説
（
月
輪
賢
隆
〔
一
九
七
一
〕）、（
三
）
下
巻
僧
叡
撰
述
説
（
蓑
輪
顕
量
〔
二
〇
〇
三
〕）、
な
ど
の
中
国
撰
述
説
が
あ
る
。
な
お
、
同

経
の
出
世
間
道
を
中
心
に
論
じ
た
田
中
裕
成
〔
二
〇
一
五
〕
に
よ
れ
ば
、
同
経
は
、
鳩
摩
羅
什
が
保
持
し
て
い
た
何
ら
か
の
「
イ
ン
ド
編
纂
の
禅
定
マ

ニ
ュ
ア
ル
」
の
構
造
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。 

（
15
）
原
文
の
「
思
覚
人
」
に
つ
い
て
、
蓑
輪
顕
量
〔
二
〇
二
一
〕
は
「
あ
れ
こ
れ
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
巻
上
に
は
、（
一
）
対
治

欲
思
覚
、（
二
）
対
治
恚
思
覚
、（
三
）
対
治
六
思
覚
、（
四
）
対
治
悩
思
覚
、（
五
）
対
治
親
里
思
覚
、（
六
）
対
治
国
土
思
覚
、（
七
）
対
治
不
死
思
覚
、

の
七
思
覚
が
説
か
れ
て
い
る
。 

（
16
）
原
文
の
「
等
分
」
に
つ
い
て
、
塩
崎
幸
雄
（
校
註
）〔
二
〇
〇
六
〕
六
六
頁
の
註
2
に
は
「
貪
・
瞋
・
痴
が
等
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
」
と
あ
り
、
蓑

輪
顕
量
〔
二
〇
〇
三
〕
に
は
「
三
毒
が
そ
れ
ぞ
れ
等
し
く
起
き
て
い
る
場
合
を
さ
す
」（
一
八
六
頁
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
原
文
の
「
多
等
分

人
」
に
つ
い
て
、
山
部
能
宜
〔
二
〇
一
一
〕
の
註
16
で
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
煩
悩
を
併
せ
持
つ
人
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
」（
一
二
四
頁
）
と
あ
る
。 
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（
17
）
幡
谷
明
（
編
）〔
一
九
八
九
〕
や
武
田
龍
精
〔
二
〇
〇
八
〕
で
は
、『
往
生
論
註
』
巻
下
、
起
観
生
信
、
作
願
門
釈
の
「
止
心
鼻
端
亦
名
為
止
」
や
「
不

浄
観
止
貪
慈
悲
観
止
瞋
因
縁
観
止
痴
」
の
関
連
文
と
し
て
、『
禅
秘
要
法
経
』
や
『
坐
禅
三
昧
経
』、『
五
門
禅
経
要
用
法
』
な
ど
の
禅
経
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。 

（
18
）『
五
門
禅
経
要
用
法
』
と
『
思
惟
略
要
法
』
で
は
、（
一
）
四
無
量
観
法
、（
二
）
不
浄
観
法
、（
三
）
白
骨
観
法
、（
四
）
観
仏
三
昧
法
、（
五
）
生
身
観

法
、（
六
）
法
身
観
法
、（
七
）
十
方
諸
仏
観
法
、（
八
）
観
無
量
寿
仏
法
、（
九
）
諸
法
実
相
観
法
、（
十
）
法
華
三
昧
観
法
、
か
ら
な
る
十
種
の
観
法
が

示
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
五
門
禅
に
対
応
す
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
（
佐
藤
泰
舜
〔
一
九
三
一
〕）。
な
お
、
両
経
の
関
係
に
つ
い
て
、
藤
堂
恭
俊

〔
一
九
六
〇
〕
と
月
輪
賢
隆
〔
一
九
七
一
〕
は
、『
思
惟
略
要
法
』
は
『
五
門
禅
経
要
用
法
』
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
と
し
、
山
部
能
宜
〔
二
〇
〇
一
〕
は

『
五
門
禅
経
要
用
法
』
は
『
思
惟
略
要
法
』
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
と
す
る
。 

（
19
）『
坐
禅
三
昧
経
』
の
数
息
観
に
つ
い
て
は
、
大
南
龍
昇
〔
一
九
七
七
〕、
松
田
慎
也
〔
一
九
八
九
〕、
阿
部
貴
子
〔
二
〇
〇
六
〕
な
ど
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。 

（
20
）『
坐
禅
三
昧
経
』
の
上
巻
で
は
声
聞
道
の
五
門
禅
に
つ
い
て
、
ま
た
下
巻
で
は
菩
薩
の
五
門
禅
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
が
、
山
部
能
宜
〔
二
〇
一
一
〕

で
は
、
念
仏
観
が
最
初
か
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
五
門
禅
の
順
番
や
内
容
に
実
質
的
な
隔
た
り
は
な
い
と
し
、「『
坐
禅
三

昧
経
』
に
お
け
る
声
聞
の
行
法
と
菩
薩
の
行
法
は
、
観
想
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
異
な
る
の
は
、
行
の
背
後

に
あ
る
精
神
的
態
度
な
い
し
意
味
づ
け
の
部
分
」（
一
〇
七
頁
）
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

（
21
）
な
お
、
未
だ
撰
者
は
確
定
し
て
い
な
い
も
の
の
、
曇
鸞
が
数
息
観
に
つ
い
て
論
じ
た
可
能
性
の
あ
る
資
料
と
し
て
、『
延
陵
先
生
集
新
旧
服
気
経
』『
雲

笈
七
籤
』
内
に
収
録
さ
れ
る
『（
曇
）
鸞
法
師
服
気
法
』
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

（
22
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
〔
二
〇
二
〇
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

（
23
）〈
臨
終
時
〉
に
十
念
を
成
就
さ
せ
る
た
め
に
、〈
臨
終
以
前
〉
か
ら
様
々
な
修
行
に
励
ん
で
お
く
べ
き
こ
と
は
、
註
5
に
引
用
し
た
『
略
論
安
楽
浄
土
義
』

「
第
九
問
答
」
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

曇鸞の臨終への視座


