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御
身
は
千
万
の
妙
徳
と
至
善
よ
り
誕
生
さ
れ
て
い
る

御
勅
は
無
辺
衆
生
の
希
み
の
す
べ
て
を
叶
え
る
だ
ろ
う

御
意
は
す
べ
て
の
所
知
を
す
べ
て
如
実
に
観
て
い
る

君
よ
　
釈
迦
族
の
主
　
私
は
あ
な
た
を
礼
拝
す
る

無
比
な
る
釈
師
た
る
彼
の
最
勝
な
る
王
子

勝
者
の
一
切
業
の
責
務
を
負
い
給
う

無
数
の
国
土
へ
と
化
現
し
戯
れ
給
う

弥
勒
・
文
殊
の
両
菩
薩
　
私
は
礼
拝
す
る

思
議
す
る
こ
と
す
ら
甚
だ
難
き
仏
母

そ
の
密
意
を
如
実
に
解
し
給
う
閻
浮
の
荘
厳

龍
樹
　
無
着
と
こ
の
三
地
に
名
高
き

こ
の
方
々
を
私
は
礼
拝
し
奉
る

二
人
の
大
馬
車
よ
り
善
く
相
承
す
る

甚
深
見
と
広
大
行
と
の
こ
の
道
統

過
る
こ
と
も
な
く
円
満
す
る
枢
要

教
誡
の
宝
蔵
た
る
燃
燈
の
君
に
傅
か
ん
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一
切
円
満
の
教
説
を
観
る
眼
と
な
る

賢
劫
を
解
脱
へ
と
引
導
す
最
勝
の
門

慈
み
に
満
ち
善
巧
方
便
を
行
ぜ
ら
れ

明
示
せ
る
善
知
識
た
ち
に
敬
礼
せ
ん

昨
今
瑜
伽
行
に
励
む
者
た
ち
は
聞
法
に
乏
し
い

多
く
を
聞
け
る
者
た
ち
は
実
践
に
通
じ
て
な
い

多
く
は
教
説
の
一
部
に
し
か
眼
を
向
け
ず

教
義
を
正
理
で
分
析
す
る
力
を
も
た
な
い
故

教
説
の
枢
要
を
究
竟
し
た
最
勝
な
る
教
誡
に

通
ず
る
者
を
喜
ば
す
道
を
離
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

し
か
る
に
大
馬
車
た
ち
の
こ
の
道
を
釈
す
こ
と
に

私
の
思
い
の
す
べ
て
が
奮
い
立
つ
よ
う
に

派
閥
意
識
の
闇
に
覆
わ
れ
て
な
い
者
よ

善
悪
を
分
別
す
る
心
の
力
を
持
つ
者
よ

賢
き
有
暇
の
所
依
を
活
用
し
た
い
者
よ

賢
劫
の
者
た
ち
よ
　
一
心
に
聞
き
給
え
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こ
れ
は
勝
者
の
一
切
の
教
説
の
枢
要
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
り
、
大
馬
車
た
る
龍
樹
・
無
著
の
両
人
が
開
か
れ
た
道

統
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
一
切
相
智
の
地
へ
と
赴
か
せ
る
勝
れ
た
人
の
宗
義
で
あ
り
、
三
士
が
修
行
す
る
次
第
の
そ
の
す

べ
て
を
余
す
こ
と
な
く
す
べ
て
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
菩
提
道
次
第
は
賢
劫
者
を
仏
地
へ
と
引
導
す
る
た
め
の
次
第

で
あ
る
。
こ
こ
に
説
く
も
の
は
こ
の
法
で
あ
る
。

　
吉
祥
ナ
�
ラ
ン
ダ
�
僧
院
の
賢
者
た
ち
は
、
仏
法
を
講
じ
る
に
あ
�
た
り
、
阿
闍
梨
の
語
清
浄
・
弟
子
の
心
相
続
清

浄
・
所
説
法
の
清
浄
と
い
う
三
清
浄
を
通
じ
て
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
後
代
の
ビ
ク
ラ
マ
シ
�
ラ
僧
院
で
は

仏
法
興
隆
の
た
め
に
学
者
た
ち
が
重
視
し
た
も
の
は
、
法
を
著
し
た
者
の
偉
大
性
・
そ
の
法
自
体
の
偉
大
性
・
そ
れ
が

ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
聴
聞
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
周
知
の
二
つ
の
伝
統
が
あ
る
。
本
書
で
は
後
者
〔
の
流
儀
〕
に

則
�
て
説
明
し
た
い
。

　
こ
れ
に
従
い
菩
提
道
次
第
を
引
導
す
る
た
め
に
四
あ
る
。
法
の
出
自
た
る
著
者
に
対
し
て
畏
敬
さ
せ
る
た
め
に
著
者

の
偉
大
性
を
説
く
、
教
誡
に
恭
敬
さ
せ
る
た
め
法
の
偉
大
性
を
示
す
、
二
つ
の
偉
大
性
を
具
え
る
法
に
対
す
る
聞
法
・

説
法
の
次
第
、
教
誡
本
体
た
る
弟
子
の
指
導
法
。

甲
初
　
著
者
の
偉
大
性

　
こ
の
教
誡
は
、
一
般
に
は
至
尊
弥
勒
法
主
の
『
現
観
荘
厳
論
』
の
教
誡
で
あ
る
が
、
特
に
こ
こ
で
典
籍
と
し
て
は

『
菩
提
道
灯
論
』
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
著
者
が
本
著
者
で
も
あ
る
。

　
彼
は
大
阿
闍
梨
「
デ
�
�
パ
ン
カ
ラ
・
シ
�
リ
�
ジ
�
ニ
�
�
ナ
」
別
名
「
パ
ル
デ
ン
・
ア
テ
�
シ
�
」
と
し
て
周
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知
さ
れ
、
こ
の
方
の
偉
大
性
に
は
三
あ
る
。
円
満
な
る
種
族
に
降
誕
な
さ
れ
た
様
子
、
そ
の
所
依
で
如
何
に
功
徳
を
具

足
さ
れ
た
か
、
具
足
な
さ
り
教
法
に
貢
献
さ
れ
た
の
か
。

乙
初
　
円
満
な
る
種
族
に
降
誕
な
さ
れ
た
様
子

　〔
ナ
ク
ツ
�
〕
ロ
ツ
�
�
ワ
の
『
八
十
礼
讃
』
に
、

東
方
の
サ
ホ
�
ル
国
に
大
き
な
都
市
が
あ
�
た

そ
こ
は
ビ
ク
ラ
マ
ニ
プ
�
ラ
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た

こ
の
街
の
中
心
に
は
王
の
宮
殿
が
あ
る

広
大
で
「
金
幢
宮
」
と
呼
ば
れ
て
い
る

王
朝
の
経
済
力
や
支
配
力
は
唐
帝
に
も
並
ぶ
も
の
で
あ
り

そ
の
地
の
王
は
カ
ル
ヤ
ナ
シ
�
リ
�
と
い
う
方
で
あ
る

そ
の
王
妃
は
シ
�
リ
�
プ
ラ
バ
�
と
い
う
方
で
あ
る

こ
の
二
人
に
は
三
人
の
皇
子
が
お
ら
れ
た

パ
ド
マ
ガ
ル
バ
　
チ
�
ン
ド
ラ
ガ
ル
バ
　
シ
�
リ
�
ガ
ル
バ
と
い
う
名
で
あ
る

パ
ド
マ
ガ
ル
バ
王
子
に
は
五
人
の
妃
が
お
り
九
人
の
子
が
い
た

長
男
は
プ
ニ
ヤ
シ
�
リ
�
と
呼
ば
れ
る
人
で
あ
り

彼
は
当
代
の
大
学
者
　
別
名
ダ
�
ナ
シ
�
リ
�
と
名
高
い

末
子
シ
�
リ
�
ガ
ル
バ
は
比
丘
ビ
�
ル
ヤ
チ
�
ン
ド
ラ
で
あ
る

次
男
チ
�
ン
ド
ラ
ガ
ル
バ
　
こ
れ
が
こ
の
至
尊
大
師
な
の
で
あ
�
た
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と
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。

乙
二
　
そ
の
依
処
で
如
何
に
功
徳
を
得
て
お
ら
れ
た
の
か

　
如
何
に
功
徳
を
得
て
お
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
二
つ
あ
る
。
多
く
を
理
解
さ
れ
る
聖
言
の
功
徳
を
得
て
お

ら
れ
た
（
丙
初
）・
正
し
く
成
就
し
た
証
解
の
功
徳
を
得
て
い
た
こ
と
（
丙
二
）。

丙
初
　
聖
言
の
功
徳
を
得
て
お
ら
れ
た
様
子

　
ど
の
よ
う
に
如
何
に
聖
言
の
功
徳
を
得
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
『
礼
讃
』
で

御
歳
二
十
一
に
し
て
す
で
に

六
十
四
の
芸
術
と
工
芸
の
す
べ
て

梵
語
文
法
と
一
切
の
量
に
通
暁
さ
れ
て
い
た

と
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。

　
御
歳
二
十
一
歳
ま
で
に
、
外
道
・
仏
教
の
両
者
に
共
通
す
る
声
明
・
因
明
・
工
巧
明
・
医
明
の
四
明
処
を
修
得
さ
れ

勝
れ
た
お
方
と
な
ら
れ
た
。
な
か
で
も
特
に
御
歳
十
五
の
時
に
は
『
正
理
滴
』
を
一
度
聴
聞
さ
れ
た
だ
け
で
、
外
道
の

有
名
な
論
理
学
者
と
問
答
を
し
て
彼
を
論
破
さ
れ
、
こ
の
こ
と
に
よ
�
て
こ
の
名
は
周
知
さ
れ
る
も
の
と
な
�
た
、
大

ド
ル
ン
パ
は
伝
え
て
い
る
。
そ
の
後
〔
王
舎
城
の
〕
黒
山
寺
院
の
瑜
伽
自
在
者
た
る
呼
金
剛
の
御
尊
顔
を
拝
し
、
金

剛
空
行
母
の
授
記
を
得
て
、
師
ラ
�
フ
ラ
グ
プ
タ
か
ら
す
べ
て
の
灌
頂
を
授
か
�
て
密
名
を
「
ジ
�
ニ
�
�
ナ
グ
フ
ヤ

ヴ
�
ジ
�
ラ
」 

と
拝
名
し
た
。
二
十
九
歳
の
時
に
は
、
多
く
の
悉
地
を
得
て
い
た
者
に
師
事
し
て
金
剛
乗
を
学
び
、
聖
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典
と
口
伝
の
そ
の
す
べ
て
に
通
じ
た
の
で
、
か
な
り
密
教
に
精
通
し
た
と
自
負
さ
れ
た
が
、
荼
枳
尼
天
た
ち
が
、
過
去

に
誰
の
眼
に
も
触
れ
た
こ
と
の
な
い
多
く
の
タ
ン
ト
ラ
の
経
帙
を
夢
で
開
示
し
た
の
で
、
慢
心
は
癒
え
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
グ
ル
や
本
尊
に
よ
り
、
直
接
も
し
く
は
夢
に
お
い
て
「
も
し
お
ま
え
が
出
家
す
る
の
な
ら
ば
、
教
説
と
多

く
の
衆
生
た
ち
を
広
大
に
利
益
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
勧
め
た
の
で
、
大
衆
部
の
羅
漢
、
大
持
律
者
シ
�
ラ

ラ
ク
シ
タ
と
呼
ば
れ
る
、
加
行
道
の
実
義
に
一
部
に
入
定
し
て
い
た
方
を
戒
師
と
し
て
出
家
す
る
こ
と
と
な
�
た
。
戒

名
を
「
シ
�
リ
�
・
デ
�
�
パ
ン
カ
ラ
ジ
�
ニ
�
�
ニ
�
」
と
拝
命
さ
れ
た
。

　
そ
れ
以
降
三
十
一
歳
ま
で
に
、
上
下
の
顕
教
乗
の
内
明
蔵
を
学
ば
れ
た
。
特
に
『
阿
毘
達
磨
大
毘
婆
沙
論
』
を
ダ
ル

マ
ラ
ク
シ
タ
大
師
の
御
前
に
お
い
て
、
オ
タ
ン
タ
プ
�
リ
の
地
で
、
十
二
年
聴
聞
さ
れ
た
。
根
本
四
部
の
聖
典
に
通
じ

た
の
で
、
各
部
派
で
異
同
の
あ
る
そ
れ
以
外
の
部
派
の
も
の
た
ち
の
供
物
の
受
渡
法
等
と
い
�
た
細
い
取
捨
す
べ
き
項

目
で
あ
�
て
も
そ
れ
を
混
乱
す
る
こ
と
も
な
く
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
大
海
の
如
き
自
派
・
他
派
の
学
説

の
彼
岸
へ
と
到
達
さ
れ
、
聖
言
教
の
一
切
の
要
点
を
不
顛
倒
に
解
し
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

丙
二
　
証
解
の
功
徳
を
得
て
い
た
こ
と

　
ど
の
よ
う
な
証
解
の
功
徳
を
得
て
お
ら
れ
た
の
か
。
概
し
て
勝
者
の
聖
言
の
教
示
の
そ
の
す
べ
て
は
〔
経
・
律
・
論

の
〕
三
宝
蔵
に
帰
す
る
も
の
で
あ
り
、
証
解
の
教
示
も
〔
戒
・
定
・
慧
の
〕
三
学
処
に
帰
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
戒
学

処
こ
そ
が
、
定
・
慧
等
と
い
�
た
す
べ
て
の
功
徳
の
な
か
の
所
依
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
仏
説
と
そ
の
註
釈
で
は
繰
り

返
し
讃
嘆
さ
れ
る
。
し
か
る
に
先
ず
は
戒
学
処
に
関
す
る
証
解
の
功
徳
を
具
え
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
は

ま
た
三
つ
あ
る
。
第
一
に
最
勝
な
る
別
解
脱
律
儀
を
ど
の
よ
う
に
具
足
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
こ
れ
は
『
礼
讃
』
で
、

君
は
声
聞
乗
へ
と
入
門
し
給
わ
れ
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戒
律
を
ヤ
ク
の
尾
の
よ
う
に
守
ら
れ
た

君
は
吉
祥
な
梵
行
の
最
勝
比
丘

上
座
の
大
持
律
者
の
君
を
私
は
礼
拝
す
る

と
説
か
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
師
は
具
足
戒
を
授
か
り
、
そ
れ
を
身
命
不
惜
に
遵
守
さ
れ
た
。
そ
れ
は
ち
�
う
ど
自
分

の
尻
尾
の
毛
な
み
に
執
着
し
て
い
る
ヤ
ク
が
何
か
の
拍
子
に
尻
尾
の
毛
を
何
か
に
引
�
掛
け
て
、
た
と
え
猟
師
が
や
�

て
き
て
生
命
を
奪
お
う
と
し
て
も
、
大
切
な
毛
が
一
本
ず
つ
が
切
れ
る
こ
と
な
い
よ
う
に
守
ろ
う
と
す
る
か
如
く
で

あ
�
た
。
授
戒
し
宣
誓
し
、
約
束
し
た
大
条
目
学
処
の
規
則
は
も
ち
ろ
ん
、
細
目
の
学
処
の
規
則
に
い
た
る
ま
で
、
身

命
不
惜
に
遵
守
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
上
座
の
大
持
律
者
」
で
あ
�
た
と
讃
嘆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
菩
薩
戒
を
ど
の
よ
う
に
具
足
さ
れ
て
い
た
の
か
は
『
礼
讃
』
で
、

君
は
波
羅
蜜
門
へ
と
入
り
給
わ
れ

殊
勝
な
決
意
を
清
浄
と
さ
れ
た

そ
の
菩
提
心
は
衆
生
を
決
し
て
見
捨
て
な
い

智
慧
と
悲
と
を
持
た
れ
た
貴
方
を
私
は
礼
拝
す
る

と
説
か
れ
て
い
る
通
り
、
慈
悲
を
基
と
す
る
菩
提
心
を
修
習
す
る
た
め
の
多
く
の
教
誡
、
特
に
ス
ヴ
�
ル
ナ
ド
ヴ
�
�

パ
に
師
事
し
、
至
尊
弥
勒
と
文
殊
か
ら
ア
サ
ン
ガ
、
シ
�
�
ン
テ
�
デ
�
ヴ
�
へ
と
相
承
し
た
最
勝
教
誡
を
長
期
間
に

わ
た
�
て
修
習
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
『
礼
讃
』
で
、
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自
利
を
捨
て
て
利
他
に
励
ん
で
い
る

こ
の
よ
う
な
お
方
が
私
の
師
な
の
で
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
自
己
よ
り
も
他
者
を
愛
す
る
菩
提
心
へ
と
発
心
さ
れ
、
願
心
を
以
�
て
、
行
心
た
る

広
大
な
菩
薩
行
を
学
ば
れ
る
約
束
を
し
、
そ
れ
に
準
じ
た
学
処
を
修
習
さ
れ
る
と
い
う
賢
き
御
修
行
を
さ
れ
る
こ
と
で
、

諸
々
の
勝
子
が
定
め
て
い
た
遮
罪
を
違
反
す
る
こ
と
も
な
く
過
ご
さ
れ
た
。

　
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
金
剛
乗
の
律
儀
を
具
足
さ
れ
て
い
た
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
『
礼
讃
』
で

君
は
金
剛
乗
へ
と
入
ら
れ
て

自
ら
本
尊
を
観
じ
金
剛
心
を
持
た
れ
た

瑜
伽
自
在
者
ア
ヴ
�
ド
�
�
テ
�
�
パ

秘
密
禁
取
者
た
る
こ
の
方
を
礼
拝
す
る

と
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
自
ら
の
身
体
を
本
尊
と
し
て
観
じ
る
生
起
次
第
、
金
剛
心
の
究
竟
次
第
、
こ
の
二
つ

の
禅
定
に
よ
�
て
、
瑜
伽
行
者
と
呼
ば
れ
る
主
要
な
方
で
あ
�
た
と
一
般
に
も
讃
嘆
さ
れ
、
特
に
遮
罪
す
ら
違
反
せ
ず
、

三
摩
耶
を
正
し
く
護
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
『
礼
讃
』
で
、

正
念
と
正
知
を
も
つ
こ
と
で

非
戒
に
心
な
さ
る
こ
と
も
な
く

不
放
逸
に
し
て
念
は
不
動
に
し
て
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堕
罪
の
過
失
を
君
は
羽
織
る
こ
と
す
ら
な
い

と
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
三
種
の
律
儀
と
い
う
戒
学
処
を
承
諾
さ
れ
、
単
に
勢
い
に
留
ま
る
こ
と
も
な
く
、
承
諾
事
項
を
承
諾

通
り
護
持
し
、
遮
罪
の
限
度
を
逸
脱
し
な
い
ま
ま
で
過
ご
し
て
お
ら
れ
た
。
も
し
僅
か
ば
か
り
で
も
違
反
が
あ
�
た
場

合
に
は
、
そ
の
都
度
、
即
時
復
戒
さ
せ
る
儀
軌
に
よ
�
て
清
浄
に
護
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
御
行
状
は
、
教
説
の

要
点
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
賢
者
は
歓
ぶ
べ
き
行
状
で
あ
る
と
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
秀
れ
た
人
々
は
こ
れ
を
追

随
し
て
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。

　
定
学
処
に
関
し
て
の
証
解
功
徳
が
ど
の
よ
う
に
具
足
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
云
え
ば
、
そ
れ
に
は
共
・
不
共
の
二
種

類
が
あ
る
が
、
共
〔
定
学
処
〕
と
し
て
は
奢
摩
他
の
心
可
動
性
を
得
て
お
ら
れ
た
。
不
共
定
学
処
は
、
極
堅
の
生
起
次
第

を
行
持
さ
れ
、
持
明
戒
禁
取
行
を
六
年
か
三
年
の
間
行
じ
、
こ
の
期
間
中
に
ウ
�
デ
�
ヤ
�
ナ
に
お
い
て
、
荼
枳
尼
天

が
歌
う
の
を
聴
聞
さ
れ
、
そ
れ
を
暗
唱
な
さ
れ
た
。

　
慧
学
処
の
行
持
に
関
し
て
は
、
共
〔
慧
学
処
〕
と
し
て
は
止
観
雙
運
の
毘
婆
舎
那
の
定
を
獲
得
さ
れ
、
不
共
〔
慧
学
処
〕

と
し
て
は
究
竟
次
第
の
殊
勝
禅
定
を
得
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
礼
讃
』
で

秘
密
真
言
乗
の
聖
典
の
通
り
に

加
行
道
者
た
ら
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る
通
り
な
の
で
あ
る
。
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乙
三
　
功
徳
を
具
足
な
さ
り
教
説
に
対
す
る
所
行
を
な
さ
れ
た
次
第

　
教
説
へ
の
業
績
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
�
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
御
業
績
と
チ

ベ
�
ト
に
お
け
る
御
業
績
と
の
二
つ
が
あ
る
。

丙
初
　
イ
ン
ド
に
お
け
る
業
績

　
金
剛
座
の
大
菩
提
寺
で
、
悪
し
き
外
道
の
論
者
た
ち
を
三
度
、
仏
法
で
論
破
さ
れ
、
仏
説
を
護
持
さ
れ
た
。
上
下
の

自
派
の
教
説
に
対
す
る
無
理
解
や
誤
解
、
猜
疑
心
な
ど
と
い
�
た
悪
し
き
垢
を
取
り
除
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

で
教
説
を
興
隆
な
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
�
て
、
彼
は
す
べ
て
の
部
派
の
ひ
と
び
と
か
ら
、
部
派
を
問
わ
ず
、
宝
冠

の
荘
厳
と
さ
れ
る
者
と
な
�
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
礼
讃
』
で

大
菩
提
宮
殿
に
お
い
て

す
べ
て
の
も
の
は
集
会
し
た
時

自
派
と
他
派
と
の
悪
し
き
学
説
の

す
べ
て
の
そ
の
論
争
を
獅
子
吼
に
よ
り

圧
倒
し
て
駆
逐
な
さ
れ
た
の
で
あ
る

と
説
か
れ
、
ま
た
、

オ
ダ
ン
タ
プ
�
リ
の
地
に
て
は

二
百
五
十
人
の
比
丘
た
ち
と

ビ
ク
ラ
マ
シ
�
ラ
の
地
に
て
は

百
名
に
も
達
す
る
比
丘
た
ち
と
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根
本
四
部
派
の
す
べ
て
が
在
籍
し
て
い
た

し
か
し
君
が
部
派
意
識
を
持
ち
給
う
こ
と
は
な
か
�
た

マ
ガ
ダ
国
の
地
に
お
い
て
は

そ
の
す
べ
て
の
地
域
の

釈
尊
の
四
種
の
眷
属
の
釈
教
師
の

す
べ
て
の
人
の
宝
冠
の
荘
厳
と
な
ら
れ
て
い
た

君
は
十
八
部
派
の
そ
の
す
べ
て
を

統
合
す
る
者
と
し
て
君
臨
さ
れ
給
い

す
べ
て
の
も
の
は
口
伝
を
授
か
�
た

と
説
か
れ
る
通
り
な
の
で
あ
る
。

丙
二
　
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
業
績

　
大
師
王
た
る
師
弟
は
、
訳
経
師
ギ
�
・
ツ
�
ン
ド
�
�
・
セ
ン
ゲ
、
ナ
ク
ツ
�
・
ツ
ル
テ
�
ム
・
ギ
�
ル
ワ
の
二

人
を
順
次
イ
ン
ド
へ
派
遣
し
た
。
様
々
に
大
き
な
困
難
を
経
た
が
、
チ
ベ
�
ト
へ
と
お
越
し
下
さ
る
よ
う
に
招
聘
し
た
。

そ
れ
が
チ
�
ン
チ
�
プ
ウ
�
の
世
で
漸
く
実
現
す
る
こ
と
と
な
り
、
ガ
リ
�
地
方
の
上
へ
と
お
越
し
く
だ
さ
�
た
。
そ

の
時
に
仏
教
の
改
革
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
お
願
い
す
る
と
、
顕
密
の
す
べ
て
の
枢
要
を
集
約
し
、
実
践
の
次
第
と

し
て
編
ま
れ
た
こ
の
聖
典
『
菩
提
道
灯
論
』
を
著
作
な
さ
れ
り
、
こ
れ
に
よ
�
て
教
説
を
興
隆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
、
ガ
リ
�
に
三
年
、
ニ
�
タ
ン
に
九
年
、
ウ
�
・
ツ
�
ン
各
地
に
五
年
、
と
滞
在
さ
れ
、
賢
劫
者
た
ち
に
、

顕
密
の
テ
キ
ス
ト
と
そ
れ
に
関
す
る
教
誡
の
す
べ
て
を
教
示
な
さ
れ
た
。
滅
び
て
い
た
教
説
の
伝
統
は
復
興
し
、
若
干
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残
�
て
い
た
も
の
を
再
興
す
る
こ
と
と
な
り
、
誤
解
の
垢
は
よ
く
取
り
除
か
れ
、
教
宝
の
塵
を
払
わ
れ
た
。

　
概
し
て
、
こ
の
ヒ
マ
ラ
ヤ
地
域
の
仏
教
は
、
前
伝
期
に
吉
祥
シ
�
�
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
、
パ
ド
マ
サ
ン
バ
ヴ
�
に
よ
�

て
そ
の
教
灯
が
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
空
性
の
証
解
に
つ
い
て
様
々
な
解
釈
が
出
現
し
た
こ
と

で
、
方
便
分
を
損
減
し
て
し
ま
い
、
す
べ
て
の
作
意
を
否
定
し
て
し
ま
う
、
支
那
の
和
尚
に
よ
�
て
仏
教
に
影
が
差
し

た
。
こ
れ
を
阿
闍
梨
カ
マ
ラ
シ
�
ラ
は
善
く
否
定
な
さ
り
、
勝
者
の
密
意
が
確
定
さ
れ
、
そ
れ
は
恩
深
い
ご
業
績
で
あ

る
。
後
伝
期
に
は
、
タ
ン
ト
ラ
部
の
意
味
に
つ
い
て
誤
解
し
て
し
ま
�
て
い
る
者
、
自
分
自
身
は
、
パ
ン
デ
�
�
ト
で

あ
る
、
行
者
で
あ
る
、
と
慢
心
し
た
者
た
ち
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
�
た
。
彼
ら
は
仏
教
の
根
本
た
る
梵
行
を
大
き
く

損
な
�
て
い
た
が
、
こ
の
偉
大
な
る
御
方
が
、
こ
れ
を
正
し
く
否
定
さ
れ
、
誤
解
を
改
め
て
、
教
説
を
不
顛
倒
に
興
隆

な
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
�
て
チ
ベ
�
ト
全
域
が
彼
の
恩
恵
を
預
か
る
こ
と
に
な
�
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
牟
尼
の
密
意
を
解
釈
す
る
聖
典
を
著
作
す
る
た
め
に
は
三
つ
の
円
満
な
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

そ
れ
は
、
所
知
で
あ
る
五
明
処
に
通
暁
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ら
の
意
味
を
実
践
す
る
た
め
の
枢
要
た
る
教
誡
、
す
な

わ
ち
正
等
覚
以
降
の
勝
れ
た
人
々
に
よ
�
て
間
断
な
く
相
承
さ
れ
て
い
る
口
伝
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
本
尊
の

尊
顔
を
拝
し
直
接
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
だ
け
で
聖
典
を
著
述
し
て
も
よ
い

が
、
三
つ
の
条
件
の
す
べ
て
を
具
足
し
て
い
れ
ば
円
満
で
あ
り
、
こ
の
大
阿
闍
梨
は
三
条
件
す
べ
て
具
え
て
お
ら
れ
た
。

特
に
本
尊
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
『
礼
讃
』
で
は
、

吉
祥
呼
金
剛
　
立
三
昧
耶
勇
猛
王
　
観
世
自
在
　
仏
母
多
羅

尊
顔
を
拝
し
許
可
を
得
て
　
夢
の
中
に
い
た
る
ま
で

甚
深
・
広
大
の
正
法
を
　
常
に
聴
聞
な
さ
れ
て
い
た
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と
説
か
れ
て
い
る
。

　
師
資
相
承
の
法
脈
に
は
共
乗
・
大
乗
の
二
つ
の
法
脈
が
あ
る
が
、
後
者
に
は
波
羅
蜜
多
乗
と
真
言
乗
と
の
二
つ
が
あ

る
。
前
者
に
は
、
甚
深
見
相
法
脈
、
広
大
行
法
脈
の
二
つ
が
あ
る
。
後
者
に
は
弥
勒
法
脈
と
文
殊
法
脈
の
二
つ
が
あ
り
、

合
計
で
三
つ
の
法
脈
が
あ
る
。
真
言
乗
に
も
五
流
の
法
脈
が
あ
り
、
学
説
法
脈
・
加
持
法
脈
・
諸
誡
法
脈
な
ど
多
く
の

法
脈
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
脈
を
御
持
ち
に
な
り
、
直
接
聴
聞
し
た
師
と
し
て
は
『
礼
讃
』
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

常
に
師
事
な
さ
れ
た
グ
ル
と
し
て
は

シ
�
�
ン
テ
�
パ
　
ス
ヴ
�
ル
ナ
ド
ヴ
�
�
パ

バ
ド
ラ
ボ
�
デ
�
　
ジ
�
ニ
�
�
ナ
シ
�
リ
�

悉
地
を
得
た
多
く
の
方
々
か
ら
　
あ
な
た
は
相
承
さ
れ
て
い
た

特
に
は
龍
樹
よ
り
　
一
子
直
伝
の
相
承
た
る

甚
深
と
広
大
の
教
誡
を
　
君
は
御
持
ち
で
あ
ら
れ
た

　
こ
の
よ
う
に
悉
地
を
得
て
い
た
十
二
名
の
グ
ル
が
居
た
の
は
周
知
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
居
ら
し
�
�
た
。
五
明
処

に
通
暁
し
て
お
ら
れ
た
様
子
に
つ
い
て
は
先
程
説
明
し
た
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
の
阿
闍
梨
は
勝
者
の
密
意
を

正
し
く
確
定
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
阿
闍
梨
で
あ
�
た
の
で
、
こ
の
お
方
に
は
イ
ン
ド
、
カ
シ
ミ
�
ル
、
オ
�
デ
�
ヤ
�
ナ
、
ネ
パ
�
ル
、

チ
ベ
�
ト
の
各
地
で
数
え
き
れ
な
い
程
の
弟
子
が
居
た
。

　
そ
の
な
か
で
も
主
要
な
方
と
し
て
ま
ず
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
こ
の
師
と
智
慧
が
等
し
く
す
る
大
パ
ン
デ
�
タ
・
ビ

ト
�
ワ
、
ダ
ル
マ
�
カ
ラ
マ
テ
�
、
マ
デ
�
ヤ
シ
ン
ハ
、
ク
シ
テ
�
ガ
ル
バ
の
四
大
弟
子
が
い
る
。
あ
る
人
は
ミ
ト
ラ
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グ
フ
ヤ
を
加
え
て
五
大
弟
子
と
す
る
説
も
あ
る
。
ガ
リ
�
の
出
身
者
に
は
、
ロ
ツ
�
�
ワ
・
リ
ン
チ
�
ン
サ
ン
ポ
、
ナ

ク
ツ
�
・
ロ
ツ
�
�
ワ
、
大
師
帝
チ
�
ン
チ
�
プ
・
ウ
�
王
が
い
る
。
ツ
�
ン
の
出
身
に
は
、
ガ
ル
ゲ
�
ワ
、
グ
�
・

ク
ク
パ
・
レ
�
ツ
�
�
が
い
る
。
ロ
ダ
ク
の
出
身
者
と
し
て
は
、
チ
�
ク
パ
・
テ
�
チ
�
ク
、
ゲ
ワ
キ
�
ン
が
い
る
。

カ
ム
の
出
身
に
は
、
ネ
ル
ジ
�
ル
パ
・
チ
�
ン
ポ
、
ゴ
ン
パ
ワ
、
シ
�
�
ラ
プ
・
ド
ル
ジ
�
、
チ
�
ク
・
ダ
ル
ト
ン
パ

が
い
る
。
ウ
�
出
身
に
は
、
ク
ト
ン
・
ツ
�
ン
ド
�
�
・
ユ
ン
ド
�
ン
、
ゴ
ク
・
レ
ク
ペ
�
シ
�
�
ラ
プ
、
ド
ム
ド
ン

パ
・
ギ
�
ル
ウ
�
�
チ
�
ン
ネ
�
が
居
る
。

　
こ
れ
ら
の
弟
子
た
ち
の
な
か
で
も
師
自
身
の
業
績
を
広
大
と
し
た
偉
大
な
る
後
継
者
は
、
救
度
仏
母
多
羅
菩
薩
よ
り

授
記
を
受
け
た
方
、
ド
ム
ト
ン
パ
・
ギ
�
ル
ウ
�
�
チ
�
ン
ネ
�
で
あ
る
。

　
以
上
、
著
者
の
偉
大
性
を
完
結
に
ま
と
め
た
が
、
詳
し
く
は
『
大
行
状
記
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

甲
二
　
教
誡
に
畏
敬
さ
せ
る
た
め
法
の
偉
大
性
を
示
す
　
菩
提
道
灯
論
の
偉
大
性

　
法
は
、
こ
の
教
誡
に
関
す
る
聖
典
『
菩
提
道
灯
明
論
』
で
あ
る
。
ジ
�
ウ
�
は
多
く
の
聖
典
を
著
さ
れ
た
が
、
そ
の

な
か
で
も
最
も
中
心
的
な
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
こ
と
を
兼
ね
備
え
て
い
る
も
の
が
『
菩
提
道
灯
明
論
』
な
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
顕
密
に
お
け
る
枢
要
を
ま
と
め
教
示
し
て
お
り
、
そ
の
所
説
は
ま
た
す
べ
て
の
側
面
か
ら
円
満
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
心
を
制
す
る
た
め
の
次
第
を
中
心
と
し
て
る
も
の
で
あ
る
か
ら
実
践
し
や
す
い
も
の
で
あ
り
、
二
人
大

馬
車
の
教
義
に
通
暁
し
て
い
た
二
人
の
大
師
の
教
誡
に
よ
り
荘
厳
さ
れ
、
そ
れ
故
に
他
の
教
義
よ
り
も
は
る
か
に
非
常

に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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こ
の
聖
典
に
お
け
る
教
誡
の
偉
大
性
に
は
四
有
る
。
す
べ
て
の
教
説
が
矛
盾
な
く
理
解
さ
れ
る
偉
大
性
（
乙
初
）、
す

べ
て
の
教
説
が
教
誡
と
し
て
顕
現
す
る
偉
大
性
（
乙
二
）、
勝
者
の
密
意
を
容
易
に
見
出
し
得
る
偉
大
性
（
乙
三
）、
大
き

な
悪
行
は
自
ず
か
ら
滅
す
る
と
い
う
偉
大
性
（
乙
四
）。

乙
初
　
す
べ
て
の
教
説
を
矛
盾
な
く
理
解
す
る
偉
大
性

　
教
説
と
は
『
般
若
灯
論
釈
』
で
、

教
説
と
は
、
天
人
の
甘
露
の
得
た
い
と
思
う
者
た
ち
が
知
る
べ
き
も
の
（
苦
諦
）、
断
じ
る
も
の
（
集
諦
）、
現
証
す

べ
き
も
の
（
滅
諦
）、
修
習
す
べ
き
も
の
（
道
諦
）
に
つ
い
て
、
不
転
倒
に
説
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
尊
の
所
説
の

こ
と
で
あ
る
。

と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
勝
者
の
善
説
の
そ
の
す
べ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
を
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
理
解
す
る

こ
と
は
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
一
人
の
人
が
成
仏
し
て
い
く
道
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は
、
道
の

主
た
る
も
の
と
な
り
、
あ
る
も
の
は
道
の
支
分
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
諸
菩
薩
の
目
指
す
べ
き
目
標
、
そ
れ
は
世
間
の
利
益
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
所
化
に
つ
い
て
は
ま
た
、
三

種
の
種
姓
を
も
つ
す
べ
て
の
者
た
ち
を
摂
取
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
彼
ら
の
道
を
学
ぶ
べ
き
な
の
で
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
、『
菩
提
心
釈
』
で
は

自
ら
確
定
す
る
如
く
他
者
に
確
定
さ
せ
る
た
め

如
何
な
る
時
も
迷
乱
せ
ず
に
正
し
く
従
事
す
る
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と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、『
量
評
釈
』
で
も

方
便
よ
り
起
こ
�
た
因
が
隠
れ
て
る
場
合

そ
れ
を
解
説
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る

と
説
か
れ
て
お
り
、
自
ら
如
実
に
確
定
し
て
い
な
い
の
に
、
そ
れ
を
他
者
に
説
示
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
だ
か
ら
で
あ

る
。
三
乗
道
を
知
る
こ
と
は
、
菩
薩
が
目
指
す
目
的
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
方
便
で
あ
る
こ
と
は
至
尊
弥
勒
も
〔『
現
観

荘
厳
論
』
で
〕

衆
生
を
利
益
す
る
も
の
を
道
知
に
よ
�
て
世
間
の
利
益
を
実
現
な
さ
れ
る
お
方

と
説
か
れ
て
お
り
、
仏
母
経
典
で
も

諸
々
の
菩
薩
は
声
聞
道
で
あ
る
も
の
、
独
覚
道
で
あ
る
も
の
、
仏
道
で
あ
る
も
の
、
と
い
�
た
す
べ
て
の
道
を
起

こ
す
た
め
に
、
一
切
の
道
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
究
竟
し
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
各

道
で
の
為
す
べ
き
こ
と
も
成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
説
か
れ
る
の
で
「
大
乗
者
で
あ
る
の
で
、
小
乗
の
蔵
は
学
ぶ
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
説
は
対
立
証
因
で
あ
る
。

　
大
乗
道
に
も
共
道
・
不
共
道
の
二
つ
が
あ
り
、
前
者
は
小
乗
蔵
で
説
か
れ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
�
て
、
そ
れ
ら
が
捨

て
去
る
べ
き
こ
と
に
一
体
ど
う
し
て
な
ろ
う
か
。
し
か
る
に
、
自
分
だ
け
が
寂
楽
を
追
及
す
る
等
と
い
�
た
特
別
な
い
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く
つ
か
以
外
の
す
べ
て
は
大
乗
者
も
実
践
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
菩
薩
た
ち
の
極
め
て
広
大
蔵
で
三
乗
す
べ
て
が
広

大
に
説
か
れ
た
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
ま
た
正
等
覚
仏
と
は
、
一
部
の
過
失
を
尽
し
、
一
部
の
功
徳
を
具
え
た
者
で
は

な
い
の
で
あ
�
て
、
あ
ら
ゆ
る
す
べ
て
の
種
の
過
失
を
尽
く
し
、
あ
ら
ゆ
る
す
べ
て
の
功
徳
を
具
え
ら
れ
た
御
方
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
大
乗
も
ま
た
、
す
べ
て
の
過
失
を
滅
尽
し
、
す
べ
て
の
功
徳
を
生
起
さ
せ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
故
に
、
他
の
乗
の
一
切
の
種
類
の
断
・
証
の
功
徳
が
、
大
乗
道
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

仏
位
を
成
就
す
る
た
め
の
大
乗
道
の
一
部
に
一
切
の
教
説
が
属
し
て
い
る
。
何
ら
か
の
過
失
を
尽
し
、
何
ら
か
の
功
徳

を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
も
な
い
牟
尼
の
教
え
な
ど
無
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
一
切
を
実
現
し
よ
う
と
し
な
い
大
乗
者
な
ど

居
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
も
し
も
　「
波
羅
蜜
多
乗
の
大
乗
に
入
る
に
は
、
小
乗
蔵
で
説
明
さ
れ
る
諸
々
の
道
が
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
な

が
ら
金
剛
乗
に
入
る
た
め
に
は
、
波
羅
蜜
多
乗
の
諸
々
の
道
は
共
通
の
も
の
と
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
同
じ
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
れ
は
極
め
て
正
し
く
な
い
。
波
羅
蜜
道
の
本
体
は
、
思
は
発
菩
提
心
で
あ
り
、
行
は
六
波
羅
蜜
を
学
ぶ
こ

と
に
ま
と
め
ら
れ
、
こ
れ
は
如
何
な
る
場
合
で
あ
�
て
も
そ
れ
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性
は
『
金
剛

頂
経
』
で
も

い
ま
の
こ
の
命
を
か
け
て
で
も
菩
提
心
は
捨
て
て
は
な
ら
な
い

六
波
羅
蜜
の
行
　
こ
れ
は
決
し
て
捨
て
る
べ
き
で
は
な
い

と
説
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
外
に
も
多
く
の
真
言
の
聖
典
で
説
か
れ
て
い
る
。
無
上
瑜
伽
曼
荼
羅
入
門
す
る
多
く
の
機

会
に
も
、
毎
回
、
共
・
不
共
の
律
儀
の
両
方
と
も
を
授
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
前
者
は
菩
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薩
戒
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
授
戒
す
る
も
の
は
、
三
聚
浄
戒
（
摂
律
儀
戒
・
摂
善
法
戒 

・
摂
衆
生
戒
）
等
の
菩
薩
所
学
を

学
ぶ
こ
と
を
承
諾
し
て
い
る
の
で
、
発
心
し
た
後
に
所
学
を
学
ぶ
際
に
は
、
承
諾
し
た
そ
の
通
り
に
学
ぶ
こ
と
以
外
に
、

こ
れ
と
は
異
な
る
別
の
道
な
ど
波
羅
蜜
乗
に
無
い
か
ら
で
あ
り
、『
金
剛
空
行
母
』『
サ
ン
プ
タ
』『
金
剛
頂
経
』
で
も

外
・
秘
密
・
三
乗
の
す
べ
て
の
正
法
を
私
は
護
持
し
ま
す

と
阿
弥
陀
の
三
摩
耶
を
授
か
る
場
合
に
説
か
れ
る
様
に
、
密
教
の
律
儀
を
授
か
る
時
に
承
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
お
け
る
許
諾
事
項
と
禁
止
事
項
の
細
か
な
事
項
ま
で
見
極
め
て
、
そ
れ
ら
が
寒
暖
の
ご
と
く
ど

の
よ
う
な
場
合
に
で
も
対
立
項
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
考
え
方
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
特
別
な
許
諾
事
項
・
禁
止
事
項
以
外
、
諸
々
の
教
説
は
極
め
て
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
三
乗
や
五

道
の
そ
れ
ぞ
れ
上
位
へ
と
入
る
こ
と
は
、
下
位
の
各
々
の
種
類
の
功
徳
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
波
羅
蜜
道
と
は
、

勝
仏
母
経
典
（『
宝
徳
蔵
般
若
経
』）
で

勝
者
道
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
問
わ
ず
す
べ
て
波
羅
蜜
で
あ
り
そ
れ
以
外
で
は
な
い
。

と
説
か
れ
る
通
り
、
仏
位
へ
赴
く
た
め
の
大
黒
柱
の
如
き
も
の
で
あ
る
の
で
、
捨
て
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

同
じ
も
の
が
金
剛
乗
で
も
多
く
説
か
れ
る
の
で
、
経
典
・
タ
ン
ト
ラ
の
両
方
に
共
通
す
る
道
で
あ
り
、
そ
れ
依
る
こ
と

で
秘
密
真
言
道
不
共
道
で
あ
る
、
灌
頂
・
三
摩
耶
・
戒
律
・
二
次
第
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
を
補
完
し
そ
れ
で

成
仏
は
速
疾
と
な
る
の
で
あ
�
て
、
共
道
を
捨
て
去
る
る
こ
と
は
大
い
な
る
誤
り
で
あ
る
。

　
も
し
こ
う
し
た
思
い
を
持
つ
こ
と
な
し
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
に
誤
�
た
確
信
を
得
て
し
ま
�
て
お
り
、
そ
れ
と
は
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異
な
る
も
の
を
断
じ
、
特
に
上
位
乗
に
誤
�
た
信
解
を
起
こ
し
、
小
乗
蔵
、
波
羅
蜜
と
順
に
断
じ
、
真
言
に
関
し
て
も
、

下
位
の
三
タ
ン
ト
ラ
を
断
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
深
く
関
連
し
て
い
る
、
重
く
異
熟
す
る
謗
法
と
い
う
大
い
な
る

業
障
を
次
第
に
積
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
典
拠
は
後
ほ
ど
示
し
て
お
こ
う
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
優
れ
た
主
に
依
る
こ
と
で
、
ど
の
よ
う
に
一
切
の
教
説
が
ひ
と
り
の
人
が
成
仏
す
る
た
め
の
仏

縁
と
な
る
の
か
、
こ
の
こ
と
に
確
固
と
し
た
確
信
を
も
つ
こ
と
は
、
現
在
実
践
中
の
事
項
を
今
後
も
実
践
す
る
こ
と
で

あ
り
、
直
接
従
事
し
た
り
廃
止
し
出
来
て
な
く
て
も
、
自
分
が
従
事
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
断
じ
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
事
項
に
直
接
従
事
し
た
り
廃
止
し
つ
つ
、
い
つ
か
実
践
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
日
が
く
る

と
思
い
、
そ
の
た
め
の
因
と
し
て
資
糧
を
積
集
し
、
罪
障
を
浄
化
し
、
請
願
を
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と

に
よ
り
長
い
時
を
経
る
こ
と
な
く
、
意
識
の
力
は
次
第
に
強
く
な
り
、
そ
れ
ら
の
一
切
が
実
践
で
き
る
よ
う
に
も
な
る

の
で
あ
る
。
善
知
識
ト
ン
パ
・
リ
ン
ポ
チ
�
の
お
言
葉
に
も
「
す
べ
て
の
教
説
が
四
方
の
道
か
ら
辿
り
着
く
と
ご
存
知

の
方
が
私
の
ラ
マ
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
お
り
、
こ
の
言
葉
の
意
図
を
よ
く
検
討
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
本
教
誡
は
、
経
典
と
タ
ン
ト
ラ
の
枢
要
の
そ
の
一
切
を
、
ひ
と
り
の
人
が
成
仏
す
る
道
へ
と
集
約
さ
せ
て

導
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
切
の
教
説
を
矛
盾
な
く
理
解
し
て
い
る
と
い
う
点
で
偉
大
性
を
有
し
て
い
る
。

乙
二
　
す
べ
て
の
教
説
が
教
誡
と
し
て
顕
現
す
る
偉
大
性

　
概
し
て
、
解
脱
を
求
め
る
者
に
と
�
て
、
暫
定
的
・
最
終
的
な
利
楽
の
す
べ
て
を
実
現
す
る
た
め
の
方
便
、
こ
れ
は

勝
者
の
教
説
そ
の
も
の
し
か
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
取
捨
す
べ
き
事
項
の
そ
の
す
べ
て
を
教
示
す
る
時
に
、
迷
乱
を
残

ら
ず
離
れ
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
た
だ
仏
の
み
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
同
様
に
『
宝
性
論
』（
第
五
章
二
二
偈
）
で
は
、
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勝
者
よ
り
は
る
か
に
賢
い
者
な
ど
こ
の
世
間
に
ひ
と
り
も
い
な
い
。

一
切
智
は
最
勝
義
の
す
べ
て
を
如
実
に
知
る
が
他
は
そ
う
で
は
な
い

仙
人
ご
自
身
が
説
か
れ
た
こ
の
経
の
部
を
迷
乱
し
て
は
な
ら
な
い

牟
尼
の
法
規
を
壊
し
て
法
を
損
な
�
て
し
ま
う
か
ら
な
の
で
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る
。

　
と
は
い
え
、
量
を
備
え
た
密
意
の
注
釈
や
勝
れ
た
方
々
の
教
誡
を
持
つ
こ
と
な
し
に
、
後
代
の
所
化
た
ち
が
自
力
で

仏
語
に
向
き
あ
�
て
そ
の
密
意
を
得
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い
の
で
、
大
馬
車
た
ち
は
密
意
を
注
釈
し
た
論
書
や
教
誡

を
著
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
も
し
も
清
浄
な
教
誡
な
ら
ば
、
そ
れ
は
偉
大
な
る
典
籍
に
確
信
を
与
え
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
い
く
ら
多
く
の
教
誡
を
学
ぼ
う
と
も
、
そ
れ
ら
が
仏
の
言
葉
と
そ
の
解
釈
に
確

信
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
な
か
�
た
り
、
そ
こ
に
説
か
れ
る
も
の
と
逆
の
道
を
示
す
も
の
で
あ
れ
ば
捨
て
去
る
べ
き

も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
如
何
な
る
大
聖
典
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
ら
に
は
実
践
の
要
点
は
な
く
、
単
な
る
説
明
で
あ
る
法
で
あ
る
と
見
做
す

こ
と
で
、
実
践
す
る
た
め
の
要
点
と
な
る
核
心
を
教
示
し
た
も
の
で
あ
る
口
訣
が
、
こ
れ
ら
と
は
別
途
存
在
す
る
、
と

考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
正
法
に
は
説
明
の
た
め
の
法
と
実
践
の
た
め
の
法
と
い
う
異
な
�
た
ふ
た
つ
の
も

の
が
あ
る
、
と
捉
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
こ
そ
が
無
垢
な
経
典
や
タ
ン
ト
ラ
、
そ
し
て
そ
れ

ら
を
注
釈
す
る
無
垢
な
る
論
書
に
対
す
る
崇
敬
の
念
へ
の
妨
げ
と
な
る
。
そ
れ
ら
に
内
面
的
な
意
味
は
示
さ
れ
て
お
ら

ず
、
単
な
る
表
面
上
の
理
解
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
過
小
評
価
し
て
し
ま
う
の
は
謗
法
の
業
障
を
積
む
こ
と
な

の
だ
と
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
解
脱
を
求
め
ん
と
す
る
者
に
と
�
て
、
欺
か
な
い
最
勝
な
教
誡
、
そ
れ
は
偉
大
な
典
籍
そ
の
も
の
な
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の
で
あ
る
。
し
か
も
自
ら
の
心
が
弱
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
勝
れ
た
教
誡
を
そ
の
典
籍
だ
け
で
確
信
出
来
な
い
か

ら
こ
そ
、
勝
者
の
口
訣
に
基
づ
き
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
確
信
を
探
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
思
い
、
そ
の
思
い
か
ら
か

ら
口
訣
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
諸
々
の
典
籍
は
外
面
的
な
解
釈
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ

に
要
点
は
な
く
口
訣
こ
そ
が
内
面
的
な
意
味
を
示
す
の
で
よ
り
勝
れ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
偉
大
な
る
瑜
伽
行
者
チ
�
ン
チ
�
プ
・
リ
ン
チ
�
ン
の
お
言
葉
に
も
「
教
誡
の
内
面
に
至
る
と
い
う
こ
と
は
小
冊

子
を
手
に
す
る
だ
け
で
確
信
を
得
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
一
切
の
教
説
を
教
誡
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。」
と
あ
る
。
ま
た
大
ジ
�
ウ
�
の
弟
子
ゴ
ン
パ
・
リ
ン
チ
�
ン
・
ラ
マ
も
「
ア

テ
�
シ
�
の
教
誡
に
は
、
一
座
に
お
い
て
〔
聞
思
に
よ
り
〕
身
・
口
・
意
が
微
塵
に
砕
け
る
〔
る
精
進
が
は
じ
ま
�
た
〕
こ
と

で
、〔
そ
の
痕
跡
と
し
て
〕
い
ま
〔
経
典
と
論
書
の
〕
す
べ
て
の
典
籍
が
教
誡
と
し
て
聞
こ
え
る
こ
と
が
あ
�
た
」
と
説
か
れ

て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ト
ン
パ
・
リ
ン
ポ
チ
�
の
お
言
葉
で
も
「
た
と
え
多
く
の
法
を
学
習
し
て
も
、
も
し
も
法
を
行
ず
る
仕
方
を
そ
れ
以

外
の
と
こ
ろ
に
探
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
間
違
�
て
い
る
」
と
説
か
れ
る
よ
う
に
、
長
く
多
く
の
法

を
学
習
し
て
も
法
を
行
ず
る
仕
方
を
全
く
知
る
こ
と
な
く
、
法
を
行
じ
よ
う
と
思
�
た
と
き
に
、
何
ら
か
の
別
の
も
の

を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
、
前
述
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
間
違
�
て
い
る
。

　
こ
こ
で
〔
仏
陀
の
〕
教
示
と
は
『
倶
舎
論
』
で

釈
尊
の
説
か
れ
た
正
法
に
は
二
種
あ
る
　

そ
れ
は
聖
教
と
証
解
と
を
本
質
と
す
る

と
説
か
れ
る
通
り
、
聖
教
と
証
解
の
二
つ
の
教
示
以
外
に
は
有
り
得
な
い
。
聖
言
教
と
は
、
法
の
実
践
次
第
た
る
成
就
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法
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
証
解
教
と
は
、
確
定
し
た
後
に
そ
こ
で
確
定
し
た
通
り
に
成
就
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

し
た
が
�
て
、
そ
の
両
者
は
因
・
果
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
馬
を
走
ら
せ
る
時
、
先
に
馬
に
走
�
て
い
く
場

所
を
示
し
、
示
し
た
後
に
そ
こ
へ
向
か
う
の
と
同
様
で
あ
る
。
あ
る
方
向
を
示
し
て
お
き
な
が
ら
、
そ
こ
と
は
異
な
る

方
向
へ
走
る
の
な
ら
、
笑
い
も
の
に
な
�
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
聞
思
に
よ
�
て
何
ら
か
の
あ
る
も
の
を
確

定
し
て
お
い
て
、
成
就
す
る
と
き
に
は
そ
れ
と
は
異
な
る
他
の
も
の
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
一
体
ど
う
し
え

て
ど
う
し
て
適
切
だ
と
言
え
よ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
『
修
習
次
第
後
編
』
で
も

ま
た
聞
・
思
の
所
成
が
証
解
し
た
そ
の
同
じ
も
の
を
修
習
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
慧
に
よ
�
て
修
習
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
�
て
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
馬
を
走
ら
せ
る
時
に
方
向
を
示
し
て
か
ら
走
る
の
と
同

様
で
あ
る
。

と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
教
誡
は
、
善
知
識
へ
の
師
事
よ
り
止
観
に
い
た
る
ま
で
、
教
説
と
そ
の
密
意
の
註
釈
書
に
お

け
る
道
の
枢
要
を
す
べ
て
揃
え
て
集
約
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
止
住
の
修
習
を
す
べ
き
も
の
に
つ
い

て
は
止
住
修
習
を
し
、
観
察
修
習
を
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
は
、
妙
観
察
智
に
よ
�
て
観
察
す
る
と
い
�
た
実
践
の
次

第
と
し
て
編
ん
で
〔
仏
地
へ
と
〕
導
く
こ
と
に
よ
り
、
一
切
の
教
説
が
教
誡
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
で
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
で
は
な
く
、
道
の
本
体
を
全
う
す
る
こ
と
な
く
、
特
定
の
部
分
に
だ
け
、
妙
観
察
智
を
離
れ
そ
こ
だ
け
を

実
践
す
る
な
ら
ば
、
偉
大
な
る
聖
典
は
教
誡
と
し
て
は
顕
現
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
外
面
的
な
も
の
に
過

ぎ
な
い
と
思
う
謗
法
と
な
る
の
で
あ
る
。
偉
大
な
る
聖
典
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
そ
の
大
部
分
は
妙
観
察
智
に
よ
�

て
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
も
し
も
実
践
す
る
た
め
の
機
を
失
�
て
し
ま
�
て
は
、
こ
れ
が
最
勝
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な
る
教
誡
で
あ
る
と
考
え
る
確
定
が
一
体
ど
う
し
て
起
こ
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
れ
は
最
勝
な
教
誡
で
な
い
の
だ
と
し

て
し
ま
え
ば
、
こ
れ
ら
を
著
し
た
方
々
よ
り
も
勝
れ
た
教
誡
を
授
け
て
く
れ
る
者
な
ど
誰
が
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
甚
深
広
大
な
る
経
典
と
そ
の
密
意
の
註
釈
書
た
る
偉
大
な
る
諸
々
の
転
籍
が
、
難
な
く
教
誡
と
し
て
顕
現
し
、

そ
れ
ら
は
教
誡
の
な
か
で
も
最
勝
の
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
確
定
が
起
こ
り
、
こ
れ
ら
は
教
誡
で
は
な
く
、
法
は
そ
の

裏
側
に
の
み
有
る
と
す
る
誤
�
た
分
別
を
残
り
無
く
退
け
る
こ
と
に
な
る
。

乙
三
　
勝
者
の
密
意
を
容
易
に
見
出
し
得
る
偉
大
性

　
教
説
や
そ
の
密
意
を
註
釈
す
る
偉
大
な
聖
典
と
は
、
教
誡
の
な
か
で
最
勝
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
完
全

に
学
ん
で
な
い
初
学
者
は
、
殊
勝
な
る
人
々
の
口
伝
に
依
ら
な
け
れ
ば
、
た
と
え
こ
れ
に
従
事
し
て
も
密
意
を
得
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
得
て
も
非
常
に
長
い
時
間
、
大
変
な
苦
労
に
依
存
し
て
い
る
。
師
の
口
訣
こ
れ
と
こ

の
よ
う
な
も
の
に
依
れ
ば
、
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
教
誡
は
、
仏
語
と
論
書
に
対
す
る
確
定
を
容
易

に
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
随
時
詳
し
く
示
し
て
い
こ
う
。

乙
四
　
大
き
な
悪
行
は
自
ず
か
ら
消
滅
す
る
と
い
う
偉
大
性

　『
妙
法
蓮
華
経
』
や
「
真
実
話
者
章
」
で
説
か
れ
る
通
り
、
仏
陀
の
御
言
葉
の
そ
の
一
切
は
直
接
的
も
し
く
は
間
接

的
に
仏
と
な
る
た
め
の
方
便
を
説
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
な
い
で
、
成
仏
の
方
便
も
あ
る
が
、
成
仏
の
障
げ
と

な
る
も
の
も
あ
る
と
捉
え
、〔
方
便
と
し
て
〕
善
き
も
の
・
悪
し
き
も
の
、
正
し
い
も
の
・
正
し
く
な
い
も
の
、
大
乗
・

小
乗
と
区
別
し
て
し
ま
い
、
菩
薩
は
こ
ち
ら
は
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
ち
ら
は
学
ば
ず
と
も
よ
い
、
と
い
�
て
捨

て
て
し
ま
う
対
象
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
の
な
ら
、
法
を
断
じ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。『
攝
一
切
細
破
経
』
で
、
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文
殊
師
利
よ
　
正
法
を
断
じ
る
業
障
は
微
細
で
あ
る
。

　
文
殊
師
利
よ
　
誰
で
あ
れ
、
如
来
が
説
か
れ
た
そ
の
お
言
葉
を
、
あ
る
も
の
は
良
い
と
想
い
、
ま
た
あ
る
も
の

は
悪
し
き
も
の
と
思
う
こ
と
、
こ
れ
は
謗
法
で
あ
る
。
謗
法
を
為
す
も
の
は
、
法
を
断
じ
る
の
で
、
如
来
を
損
減

す
る
の
で
あ
り
、
僧
侶
を
悪
し
き
も
の
と
語
る
。

　
こ
ち
ら
は
正
し
い
が
、
こ
ち
ら
は
正
し
く
な
い
、
そ
う
語
る
こ
と
も
謗
法
で
あ
る
。

　
こ
ち
ら
は
菩
薩
た
ち
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
声
聞
た
ち
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ

る
、
そ
う
語
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
謗
法
で
あ
る
。

　
こ
ち
ら
は
独
覚
た
ち
の
た
め
に
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
う
語
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
謗
法
で
あ
る
。
こ
ち
ら

は
菩
薩
た
ち
の
所
学
で
は
な
い
、
そ
う
語
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
謗
法
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
謗
法
を
為
す
な
ら
ば
、
そ
の
過
犯
は
極
め
て
重
い
こ
と
は
『
三
昧
王
経
』
で
、

こ
の
閻
浮
提
で
　
仏
塔
を
破
壊
す
る
者
よ
り
も

経
を
断
じ
る
行
為
を
為
す
者
は
　
罪
は
圧
倒
的
に
深
い
の

恒
河
沙
数
の
阿
羅
漢
を
殺
す
よ
り
も
断
経
の
罪
は
は
る
か
に
大
き
い

と
説
か
れ
て
い
る
。

　
概
し
て
謗
法
の
門
は
極
め
て
多
く
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
挙
げ
た
こ
の
形
式
こ
そ
が
最
悪
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
努
め
て
断
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
先
述
の
よ
う
な
確
定
を
見
出
す
だ
け
で
、
退
け
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
悪
行
は
自
ず
か
ら
消
滅
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
確
定
は
、「
真
実
話
者
章
」
や
『
法
華
経
』
に
多
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く
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
そ
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
謗
法
の
他
の
門
は
、『
攝
一
切
細
破
経
』
に
よ
り
知
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
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甲
三
　
聞
法
・
説
法
の
作
法

　
二
つ
の
偉
大
性
を
備
え
た
法
に
対
す
る
聞
法
・
説
法
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に
は
三
つ
あ
る
。
す

な
わ
ち
聞
法
作
法
、
説
法
作
法
、
後
に
共
通
し
て
な
す
べ
き
作
法
。

乙
初
　
聞
法
作
法

　
聞
法
作
法
に
は
三
つ
。
聞
法
の
功
徳
を
思
う
、
法
と
説
法
者
へ
の
奉
仕
法
、
聞
法
作
法
そ
の
も
の
。

丙
初
　
聞
法
の
功
徳
を
思
う

　『
聴
聞
頌
』
に
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

聴
聞
に
よ
�
て
諸
法
は
理
解
さ
れ
る

聴
聞
に
よ
�
て
罪
障
は
退
け
ら
れ
る
（
戒
学
処
）

聴
聞
に
よ
�
て
非
義
は
断
じ
ら
れ
る
（
定
学
処
）

聴
聞
に
よ
�
て
涅
槃
は
獲
得
さ
れ
る
（
慧
学
処
）

と
あ
り
、
ま
た
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す
�
ぽ
り
闇
に
包
ま
れ
た
家
に
入
る
な
ら

物
が
あ
り
眼
が
あ
ろ
う
と
も
そ
れ
を
見
れ
な
い
だ
ろ
う

人
は
ど
ん
な
良
き
種
に
生
ま
れ
知
性
を
持
�
て
い
て
も

善
悪
の
法
を
聞
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い

眼
が
あ
れ
ば
灯
で
物
を
見
れ
る
よ
う
に

善
悪
の
法
も
聴
聞
で
分
か
る
よ
う
に
な
る

ま
た
『
本
生
蔓
』
で
も
、

聴
聞
に
よ
�
て
　
心
は
信
心
へ
と
変
わ
る

善
を
歓
び
と
し
　
堅
固
な
も
の
と
な
る

智
慧
を
起
こ
し
　
無
知
は
な
く
な
る

自
ら
の
肉
に
さ
え
値
す
る
も
の
と
な
る

聴
聞
と
は
無
知
の
闇
を
取
り
除
く
燈
明
で
あ
る

ど
ん
な
盗
人
で
も
奪
え
な
い
最
高
の
宝

ど
ん
な
無
知
の
敵
で
も
負
か
す
武
器

方
規
を
教
え
て
く
れ
る
最
高
の
友

貧
し
き
時
も
変
わ
ら
な
い
親
友

癒
え
ぬ
重
病
を
癒
し
て
く
れ
る
薬

悪
し
き
大
軍
を
打
ち
破
�
て
く
れ
る
最
強
の
援
軍
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名
声
や
誉
れ
や
財
宝
の
最
勝
な
る
蔵

気
高
く
出
会
�
た
最
高
の
人
物

群
れ
の
な
か
賢
者
を
喜
ば
せ
る

と
あ
る
し
、
ま
た

聞
法
に
従
�
て
実
践
に
核
心
を
得
て
い
る
者

生
の
砦
か
ら
容
易
に
脱
出
す
る
の
で
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
聞
法
の
功
徳
に
、
心
の
底
か
ら
信
解
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。

　
ま
た
仏
が
降
臨
す
る
と
い
う
こ
と
も
極
め
て
稀
有
な
こ
と
で
あ
り
、
法
も
ま
た
同
様
で
あ
る
の
で
、
貴
重
な
も
の
で

あ
る
の
で
「
宝
で
あ
る
」
と
想
う
の
で
あ
る
（
寶
想
）。
生
来
の
知
性
を
忽
ち
に
広
大
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
眼
で

あ
る
」
と
想
う
（
眼
想
）
の
で
あ
る
。
智
慧
の
眼
が
与
え
ら
れ
る
と
そ
れ
に
よ
り
如
実
に
如
量
の
も
の
が
見
え
る
の
で
、

「
明
る
い
」
と
想
う
（
明
想
）
の
で
あ
る
。
最
終
的
に
は
涅
槃
と
大
菩
提
と
い
う
果
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
「
功
徳

は
大
き
い
」
と
想
う
、（
大
果
勝
功
徳
想
）
の
で
あ
る
。
ま
た
い
ま
こ
の
時
か
ら
止
観
の
楽
を
得
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ

る
の
で
「
罪
障
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
も
の
」
と
想
う
（
作
無
罪
大
適
悦
想
）
の
で
あ
る
。
以
上
お
五
つ
の
想
念
を
以
�
て

聴
聞
す
べ
き
で
あ
る
と
『
菩
薩
地
』
で
説
か
れ
て
い
る
が
こ
の
よ
う
に
思
う
こ
と
が
、
聴
聞
の
功
徳
に
想
い
を
寄
せ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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丙
二
　
法
と
説
法
者
に
対
す
る
奉
仕
作
法

　『
地
蔵
経
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

ひ
た
む
き
な
信
心
と
敬
意
で
聞
法
す
べ
き
で
あ
る

仏
法
を
語
る
彼
を
咎
め
た
り
誹
謗
す
べ
き
で
な
い

法
を
語
る
も
の
を
供
養
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は

仏
と
同
じ
く
彼
へ
の
思
い
を
寄
せ
る
べ
き
で
あ
る

　
仏
陀
と
同
じ
よ
う
な
者
で
あ
る
と
考
え
、
獅
子
座
な
ど
で
奉
仕
し
、
所
有
物
を
供
養
し
、
不
敬
を
断
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。『
菩
薩
地
』
で
も

煩
悩
を
持
つ
こ
と
な
く
、
説
法
者
に
対
し
て
五
処
に
心
に
向
け
ぬ
よ
う
す
べ
き
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
通
り
に
聴
聞
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　〔
煩
悩
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
二
つ
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
〕
傲
慢
さ
を
離
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、〔
説
法
者
が
快
適
に
忙
し
く
な

い
な
ど
の
好
ま
し
い
〕
時
に
聴
聞
し
、〔
礼
拝
を
す
る
な
ど
〕
奉
仕
を
し
、〔
按
摩
や
足
を
洗
う
な
ど
の
〕
表
敬
を
な
し
〔
師
の
仕
事
を
引

き
受
け
る
こ
と
を
〕
嫌
が
る
こ
と
な
く
、〔
師
の
言
葉
通
り
に
〕
聴
聞
に
従
�
て
実
践
し
、〔
批
判
す
る
な
ど
の
〕
諍
い
を
求
め
な
い

と
い
う
六
つ
の
こ
と
を
通
じ
て
聞
法
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〔
第
二
の
〕
不
遜
な
態
度
を
取
ら
な
い
こ
と
は
、
法
と

説
法
者
に
対
し
て
敬
意
を
払
い
、
不
遜
な
態
度
を
取
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
五
処
に
心
に
向
け
ぬ
よ
う
す
べ

き
」
と
い
う
こ
と
は
、
戒
律
が
損
な
わ
れ
て
い
た
り
、
種
族
が
劣
�
て
い
る
こ
と
、
顔
が
悪
い
こ
と
、
言
葉
遣
い
が
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悪
い
こ
と
、
言
葉
が
乱
暴
で
聞
き
心
地
が
悪
く
話
し
て
い
る
こ
と
で
「
こ
れ
は
聞
か
な
い
」
と
い
う
思
い
を
捨
て
る
。

『
本
生
蔓
』
に
は
ま
た
、

正
し
く
低
い
場
所
に
座
を
置
き
な
さ
い

〔
自
ら
の
感
官
を
〕
律
し
て
い
る
と
い
う
誉
れ
を
想
い
な
さ
い

歓
喜
を
浮
か
べ
た
眼
で
〔
説
法
者
の
こ
と
を
〕
見
な
さ
い

〔
法
を
説
く
〕
こ
と
ば
の
甘
露
水
を
飲
ま
せ
て
も
ら
う
よ
う
に

〔
不
放
逸
に
〕
敬
�
て
心
を
一
つ
に
し
て
頂
礼
し
な
さ
い

〔
心
を
喜
ば
せ
て
〕
公
平
で
〔
悪
し
き
動
機
の
〕
垢
を
捨
て
た
心
を
も
ち
な
さ
い

あ
た
か
も
患
え
る
者
が
　
医
者
の
こ
と
ば
を
聴
く
よ
う
に

〔
実
践
し
よ
う
と
い
う
意
識
で
説
法
者
に
対
す
る
〕
奉
仕
の
心
で
仏
法
を
聞
き
な
さ
い

と
説
か
れ
て
い
る
。

丙
三
　
聞
法
作
法
そ
の
も
の

　
聞
法
作
法
そ
の
も
の
に
は
、
二
つ
あ
る
。
器
の
三
つ
の
過
失
を
断
じ
る
・
六
想
に
依
止
す
る
。

丁
初
　
器
の
三
つ
の
過
失
を
断
じ
る

　
た
と
え
ば
器
が
伏
せ
て
置
い
て
あ
る
。
あ
る
い
は
口
を
上
に
置
か
れ
て
い
る
が
中
が
汚
れ
て
い
る
。
ま
た
は
、
汚
れ

て
な
い
が
底
に
穴
が
空
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
器
に
は
、
い
く
ら
神
々
た
ち
が
雨
を
降
ら
せ
た
と
し
て
も
、
そ
の
中
に
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水
が
満
ち
る
こ
と
も
な
く
、
た
と
え
水
が
満
ち
た
し
て
も
中
は
清
潔
で
な
く
汚
れ
て
お
り
水
を
飲
む
と
い
う
目
的
を
果

た
せ
な
い
。
中
が
汚
れ
て
い
な
か
�
と
し
て
も
、
中
に
水
が
満
ち
る
こ
と
無
く
漏
れ
て
し
ま
う
。

　
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
説
法
の
法
苑
に
い
て
も
、
充
分
に
耳
を
傾
け
な
い
、
あ
る
い
は
ま
た
傾
け
て
も
誤
解
し
誤
�

た
動
機
に
固
執
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
過
失
が
な
か
�
た
と
し
て
も
、
聞
法
の
時
に
、
言
葉
と
意
味
に

確
定
が
で
き
ず
に
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
�
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
過
失
が
あ
る
な
ら
ば
、
聞
法
す
る
こ
と
が
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
必
要
性
の
な
い
も
の
と
な
�
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
に
そ
れ
ら
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
対
治
に
つ
い
て
は
経
典
で

善
く
、
完
全
に
聴
聞
し
、
心
に
留
め
な
さ
い

な
ど
と
い
う
三
句
で
説
か
れ
て
い
る
。『
菩
薩
地
』
に
も
、
す
べ
て
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
思
い
、
集
中
力
、
話
に
耳

を
傾
け
る
こ
と
、
注
意
を
払
う
こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
思
い
に
よ
�
て
考
え
る
、
と
い
う
〔
五
相
を
通
じ
て
〕
聴
聞
す
る
よ
う

に
説
か
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

丁
二
　
六
想
に
依
止
す
る

戊
初
　
自
ら
を
患
者
の
如
く
想
う

　『
入
菩
薩
行
論
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ど
ん
な
小
さ
な
病
に
か
か
ろ
う
と
も
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医
者
の
こ
と
ば
を
追
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

貪
欲
な
ど
と
い
�
た
多
く
の
症
状
を
も
た
ら
す

慢
性
的
な
病
い
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
（
第
二
章
五
四
偈
）

　
わ
れ
わ
れ
は
非
常
に
長
い
時
間
、
癒
さ
れ
る
こ
と
な
き
強
烈
な
苦
し
み
を
引
き
起
こ
す
病
、
す
な
わ
ち
貪
り
な
ど
の

煩
悩
で
如
何
な
る
時
も
常
に
病
み
つ
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ま
ず
、
そ
れ
（
煩
悩
）
が
そ
れ 

（
病
気
）
で
あ
る
と
知
ら

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
カ
ル
マ
パ
の
お
言
葉
に
も
「
意
味
を
理
解
し
て
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
修
習
は
転
倒
と
な

る
。
三
毒
素
よ
り
な
る
大
い
な
る
病
に
罹
�
て
い
る
重
病
を
私
た
ち
は
患
�
て
い
る
こ
と
に
全
く
気
づ
い
て
い
な
い
」

と
説
か
れ
る
。

戊
二
　
説
法
者
を
医
者
の
如
く
想
う

　
た
と
え
ば
黄
疸
で
ひ
ど
く
患
�
て
い
れ
ば
、
名
医
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
名
医
に
出
逢
う
こ
と
が
で
き
れ
ば

大
い
な
る
歓
喜
を
生
じ
、
何
を
言
わ
れ
よ
う
と
も
耳
を
傾
け
、
彼
に
奉
仕
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
と
同
様
に
説
法
を
し

て
く
れ
る
善
知
識
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
も
し
そ
の
よ
う
な
人
物
を
出
逢
う
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
決
し
て
重
荷
に
考
え
る
こ
と
な
く
、
栄
誉
で
あ
る
と
思

い
、
彼
が
語
す
る
こ
と
の
す
べ
て
を
そ
の
通
り
実
践
し
よ
う
と
し
、
敬
意
を
も
�
て
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら

ば
『
宝
徳
蔵
般
若
経
』
で
は
、

　
そ
れ
故
、〔
無
上
正
等
覚
た
る
〕
勝
菩
提
を
探
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
強
い
意
思
を
持
つ
〔
菩
薩
た
る
〕
賢
者
は
、〔
自
分
自
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身
の
〕
慢
心
を
克
服
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
病
人
の
集
団
は
、〔
自
分
た
ち
の
病
の
〕
治
療
の
た
め
の
医
師
に
つ
か

な
い
と
い
け
な
い
よ
う
に
、
く
じ
け
る
こ
と
な
く
善
知
識
に
師
事
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

戊
三
　
教
法
と
は
薬
で
あ
る
と
想
う

　
患
者
が
医
者
が
処
方
し
て
く
れ
た
薬
を
大
事
に
す
る
よ
う
に
、
説
法
師
が
語
�
て
く
れ
た
教
法
は
大
切
な
も
の
だ
と

考
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
に
よ
�
て
そ
れ
を
大
切
に
し
、
忘
れ
て
し
ま
�
た
り
し
て
無
駄
に
し
て
し
ま
う
こ
と
も
な
い

よ
う
に
す
る
。

戊
四
　
努
め
て
実
践
す
る
こ
と
が
治
療
で
あ
る
と
想
う

　
患
者
は
医
者
に
よ
�
て
処
方
さ
れ
た
薬
を
服
用
し
な
い
と
治
ら
な
い
、
そ
う
思
い
薬
を
服
用
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
と

同
様
に
、
説
法
師
が
説
い
た
教
誡
は
そ
れ
を
実
践
し
な
け
れ
ば
貪
等
を
克
服
で
き
る
こ
と
は
な
い
、
こ
う
考
え
つ
つ
、

そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
に
励
む
べ
き
で
あ
る
。
実
践
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
何
度
も
様
々
な
言
葉
だ
け
を

蒐
集
し
た
と
し
て
も
、
術
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
腐
り
か
け
た
手
足
を
切
断
し
た
時
、
一
、二
度
薬
を
飲
ん
で
も
何
も
変
わ
ら
な
い
。
同
様
に
、
我
々
は
無
始
以
来
、

雑
染
の
悪
性
腫
瘍
を
患
�
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
教
誡
の
意
味
を
一
、二
度
実
践
し
た
だ
け
で
充
分
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
道
の
そ
の
す
べ
て
の
肢
分
を
究
竟
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
に
妙
観
察
知
に
よ
�
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
り
、
し
か
も
河
の
流
れ
の
よ
う
に
、
継
続
し
た
実
践
が
必
要
で
あ
る
。
大
阿
闍
梨
チ
�
ン
ド
ラ
ゴ
�
ミ
ン
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は
『
懺
悔
讚
』
で
も
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

〔
輪
廻
す
る
者
は
輪
廻
と
い
う
〕
こ
こ
で
も
〔
無
始
以
来
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
〕
常
に
〔
為
す
べ
き
こ
と
と
や
め
る
べ
き
こ
と
を
思
う

た
め
の
〕
心
は
痴
に
よ
�
て
惑
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
病
は
〔
極
め
て
〕
永
く
患
�
て
き
た
も
の
で
あ
り
、〔
少
々
実
践

し
た
の
で
は
効
果
は
な
く
、
す
べ
て
の
道
を
誤
り
な
く
長
期
間
努
力
し
実
践
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ち
�
う
ど
〕
膿
ん
だ
朽
ち

た
手
足
を
切
り
放
し
た
時
に
、
薬
を
数
錠
飲
ん
で
ど
う
な
る
と
い
う
の
か
。

　
こ
の
よ
う
に
、
先
ず
は
、
自
ら
を
患
者
と
同
様
で
あ
る
と
想
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
想
�
て

い
る
の
な
ら
、
他
の
も
の
（
三
つ
の
想
念
）
も
起
こ
る
。
も
し
も
こ
れ
は
単
に
言
葉
だ
け
で
、
雑
染
を
取
り
除
こ
う
と
し

て
教
誡
の
意
味
を
実
践
し
な
い
の
な
ら
、
た
だ
単
に
聞
き
流
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
医
師
を
探
し
出
し
、
処

方
さ
れ
た
薬
も
飲
ま
ず
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
処
方
薬
ば
か
り
集
め
て
い
る
患
者
が
治
癒
す
る
こ
と
は
な
い
の
と
同
様

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
三
昧
王
経
』
で
も
、

た
と
え
ば
あ
る
人
が
病
に
臥
し
、
身
体
が
苦
し
く
、
長
い
年
月
の
間
治
ら
な
い
。

彼
は
病
に
久
し
く
悶
え
て
い
る
か
ら
治
癒
す
る
た
め
に
医
師
を
探
す
こ
と
と
な
る
。

彼
は
繰
り
返
し
探
し
求
め
、
そ
の
果
て
に
、
賢
い
知
識
の
あ
る
医
師
を
見
出
す
。

そ
の
医
師
は
慈
愛
の
心
で
診
療
し
「
こ
れ
を
飲
み
な
さ
い
」
と
薬
を
処
方
す
る
。

多
く
の
妙
薬
が
処
方
さ
れ
て
も
治
療
の
た
め
に
服
用
し
な
い
な
ら
、
病
が
治
癒
す
る
こ
と
は
な
い
。
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こ
れ
は
医
師
の
責
任
で
も
な
く
薬
が
効
か
な
い
訳
で
も
な
い
。
た
だ
患
者
自
身
に
過
失
が
あ
る
。

同
様
に
こ
の
教
説
へ
と
出
離
し
能
力
を
備
え
、
禅
定
や
■
〔
信
な
ど
の
〕
根
を
す
べ
て
を
理
解
し
た
と
す
る
。

し
か
し
そ
れ
を
修
習
し
現
証
す
る
努
力
を
怠
り
実
践
し
な
い
者
、
彼
が
ど
う
し
て
涅
槃
す
る
だ
ろ
う
。

私
が
ど
ん
な
に
如
何
な
る
完
全
な
妙
法
を
説
い
て
も
、
汝
が
聞
い
て
、
そ
れ
を
正
し
く
実
践
し
な
い
の
な
ら
、

そ
れ
は
病
人
が
薬
の
バ
�
グ
を
背
負
�
て
歩
い
て
い
る
が
、
自
分
の
病
が
治
ら
な
い
の
に
等
し
い
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
入
菩
薩
行
論
』
で
も
、

身
体
で
こ
れ
ら
を
実
践
す
べ
き
で
あ
る

言
葉
だ
け
語
る
と
も
一
体
何
を
成
し
遂
げ
よ
う
か

処
方
箋
を
た
だ
ひ
た
す
ら
読
む
だ
け
で

治
療
に
ど
ん
な
効
能
が
あ
る
だ
ろ
う
。

と
説
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
�
て
「
実
践
に
励
み
、
病
か
ら
治
癒
し
よ
う
と
い
う
想
い
を
起
こ
さ
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
場
合
、「
励
む
」
と
い
う
こ
と
は
、
善
知
識
に
よ
�
て
教
え
ら
れ
た
取
捨
す
べ
き
も
の
を
実
践
す
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
行
の
た
め
に
理
解
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
聴
聞
が
必
要
と
な
る
の
で
、
聴
聞
し
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
も
実
践
の
た
め
で
あ
り
、
聴
聞
し
た
内
容
を
各
自
の
能
力
に
応
じ
て
そ
の
都
度
実
践
す
る
こ
と
が
重
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要
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
『
聴
聞
頌
』
で
、

ど
ん
な
に
多
く
を
聴
聞
し
よ
う
と
も
　
戒
を
守
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば

そ
の
彼
は
戒
を
理
由
に
卑
下
さ
れ
る
　
彼
の
聴
聞
は
円
満
と
は
な
ら
な
い

た
と
え
聴
聞
は
少
な
く
と
も
　
戒
で
善
く
律
し
て
い
る
の
な
ら

彼
は
戒
を
理
由
に
賞
賛
さ
れ
る
　
彼
の
聴
聞
は
円
満
と
な
る
だ
ろ
う

聴
聞
す
る
こ
と
も
少
な
く
　
戒
律
も
よ
く
守
ら
な
い
者

彼
は
両
方
を
理
由
に
卑
下
さ
れ
る
　
彼
の
振
る
舞
い
は
円
満
で
は
な
い

多
く
の
こ
と
を
聴
聞
し
　
戒
律
を
き
ち
ん
と
守
�
て
い
る
者

彼
は
両
方
を
理
由
に
賞
賛
さ
れ
る
　
そ
れ
故
そ
の
振
舞
い
は
円
満
と
な
る

と
説
か
れ
て
お
り
、
ま
た
、

善
説
を
聴
聞
し
、
し
�
か
り
と
理
解
し
、
禅
定
も
き
ち
ん
と
知
�
て
い
る
。

し
か
し
放
逸
し
て
粗
暴
に
振
舞
�
て
い
れ
ば
、
聴
聞
や
理
解
も
大
し
た
意
味
も
な
い
。

聖
者
が
説
か
れ
た
法
を
歓
び
と
し
、
そ
の
通
り
に
行
動
と
言
動
を
行
な
�
て
い
る
。
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彼
ら
は
忍
辱
を
も
つ
友
を
愛
し
、
感
官
を
律
し
、
聴
聞
と
理
解
の
到
彼
岸
を
実
現
す
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
　『
勧
増
上
意
楽
』
で
は
、

わ
た
し
は
行
を
怠
�
て
き
た
　
果
た
し
て
い
ま
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う

愚
か
な
も
の
は
死
を
迎
え
る
　
こ
の
時
に
嘆
き
と
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
る

こ
の
悲
し
み
は
深
く
苦
悩
は
堪
え
難
い

物
語
り
に
耽
溺
し
た
そ
の
結
果
が
こ
れ
な
の
だ

わ
た
し
は
芝
居
を
み
る
群
衆
に
い
た

そ
し
て
他
人
の
演
技
を
褒
め
た
に
過
ぎ
な
か
�
た

私
は
み
ず
か
ら
落
ち
ぶ
れ
た
ま
ま
で
あ
�
た

物
語
り
に
耽
溺
し
た
そ
の
結
果
が
こ
れ
な
の
だ

砂
糖
黍
の
上
�
面
に
は
何
の
味
わ
い
も
の
な
い

美
味
と
い
う
も
の
は
そ
の
内
部
に
あ
�
た
の
に

表
面
を
食
べ
て
も
砂
糖
の
美
味
は
見
出
す
こ
と
な
ど
出
来
な
い
。

こ
の
よ
う
に
物
語
は
表
皮
の
よ
う
な
も
の
、
意
味
は
美
味
の
よ
う
で
あ
る
。
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そ
の
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
物
語
へ
の
耽
溺
を
断
ち
な
さ
い
。

常
に
不
放
逸
に
常
に
行
じ
な
さ
い
。
言
葉
の
意
味
す
る
こ
と
を
思
い
な
さ
い
。

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

戊
五
　
如
来
に
対
し
て
勝
れ
た
人
で
あ
る
と
想
う

　
如
来
を
勝
れ
た
人
で
あ
る
と
想
念
を
持
つ
こ
と
は
、
説
法
者
に
世
尊
を
追
想
し
、
敬
意
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。

戊
六
　
法
規
が
永
住
す
る
よ
う
想
う

　
こ
の
よ
う
に
法
を
聴
聞
す
る
こ
と
で
、
勝
者
の
教
説
が
こ
の
世
間
に
永
住
す
れ
ば
よ
い
と
思
う
。

　
説
法
や
聞
法
の
時
、
自
分
の
心
相
続
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
と
し
、
法
は
ま
た
別
も
の
と
し
て
説
い
て
し
ま
う
の
な

ら
、
何
を
説
い
た
と
し
て
も
実
質
を
伴
う
こ
と
は
な
い
。

　
し
か
る
に
、
自
ら
の
心
相
続
上
に
確
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
聴
聞
す
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
顔
に
煤
の

汚
れ
が
つ
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
よ
う
と
す
る
時
に
、
鏡
を
見
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
知
り
、
汚
れ
を
拭
う
必
要

が
あ
る
よ
う
に
、、
自
分
自
身
の
行
に
問
題
が
あ
る
と
き
に
は
、
聞
法
の
時
、
法
の
鏡
へ
と
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

自
分
自
身
の
心
相
続
は
こ
ん
な
状
況
に
な
�
て
し
ま
�
た
と
悲
壮
感
を
覚
え
、
こ
れ
か
ら
先
は
、
こ
う
し
た
欠
点
を
取

り
除
い
て
功
徳
を
成
就
し
て
い
く
こ
と
に
従
事
し
よ
う
と
思
い
、
こ
の
こ
と
か
ら
法
に
準
ず
る
も
の
を
身
に
付
け
な
け

ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。『
本
生
譚
』
で
は
、
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私
の
悪
し
き
行
い
の
こ
の
姿
は

法
と
い
う
鏡
に
は
�
き
り
と
現
れ
る

そ
れ
を
見
て
悲
し
い
気
持
ち
に
な
り

そ
れ
以
降
私
は
法
へ
と
向
か
�
て
行
く

と
説
か
れ
て
い
る
。
サ
ウ
ダ
サ
の
子
が
チ
�
ン
ド
ラ
王
子
に
説
法
の
請
願
を
し
た
時
、
彼
の
菩
薩
は
彼
が
思
う
所
の
も

の
は
、
法
の
器
と
な
�
た
こ
と
を
理
解
し
説
法
し
た
が
、
こ
れ
と
も
同
様
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
私
は
一
切
有
情
を
利
益
す
る
た
め
に
仏
位
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
を
得
る
た
め
に
、
そ
の
因
を
学

ぶ
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
知
ら
ね
ば
な
ら
な
ず
、
そ
の
た
め
に
は
聴
聞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
う
思
う
こ

と
で
仏
法
を
聴
聞
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
心
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
聞
法
の
功
徳
を
想
起
し
、
心
を
奮
い
立

た
せ
て
、
器
の
過
失
を
断
つ
な
ど
し
て
聞
法
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

乙
二
　
説
法
作
法

　
説
法
作
法
に
は
四
つ
が
あ
る
。
丙
初
　
説
法
の
功
徳
を
思
う
、
丙
二
　
説
法
者
と
法
に
奉
仕
す
る
、
丙
三
思
量
・
加

行
に
よ
る
説
法
作
法
、
丙
四
　
説
法
す
べ
き
対
象
と
す
べ
き
で
な
い
対
象
の
違
い
。
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丙
初
　
説
法
の
功
徳
を
思
う

　
報
酬
や
名
声
等
の
物
質
的
享
受
を
顧
み
る
こ
と
な
く
、
法
を
説
く
こ
と
は
極
め
て
功
徳
が
高
い
。
こ
れ
に
つ
い
て

『
勧
発
増
上
意
楽
』
で
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

弥
勒
よ
、
二
十
が
財
を
と
も
な
わ
な
い
法
施
で
あ
り
、
何
か
を
得
た
り
、
報
酬
を
望
ま
な
い
で
、
法
施
を
施
そ
う

と
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
が
、
そ
の
功
徳
で
あ
る
。

　
二
十
と
は
何
か
、
と
い
え
ば
、〔
聞
所
成
の
慧
た
る
〕
念
を
具
え
て
、〔
勝
義
三
昧
と
い
う
修
所
成
の
慧
で
決
択
す
る
〕
智
を
具
え

て
、〔
世
俗
後
得
と
い
う
修
所
成
の
慧
で
決
択
す
る
〕
知
を
具
え
て
、〔
智
慧
は
進
化
し
て
確
定
す
る
了
義
見
に
よ
�
て
動
揺
し
な
い
〕
堅
実

性
を
具
え
、〔
資
糧
道
・
加
行
道
に
属
す
る
世
間
の
〕
智
慧
を
具
え
る
こ
と
に
な
り
、〔
見
道
・
修
道
に
属
す
る
〕
出
世
間
の
智
に
準

じ
た
証
解
〔
を
獲
得
す
る
こ
と
〕
と
な
り
、
貪
欲
は
弱
体
化
し
て
、
瞋
恚
は
弱
体
化
し
て
、
痴
癡
は
弱
体
化
し
て
、
魔
は

彼
に
取
り
憑
く
事
も
出
来
な
く
な
り
、
仏
世
尊
た
ち
が
〔
一
人
息
子
の
よ
う
に
愛
し
〕
密
意
す
る
も
の
と
な
り
、〔
十
方
の
守

護
神
な
ど
の
善
な
る
方
面
を
喜
ぶ
人
や
〕
非
人
た
ち
が
彼
を
〔
異
品
か
ら
〕
護
る
こ
と
と
な
り
、〔
梵
天
や
帝
釈
天
な
ど
の
〕
神
々
に

よ
�
て
威
厳
あ
る
も
の
と
見
做
さ
れ
る
事
と
な
り
、〔
財
を
省
み
る
の
で
は
な
い
か
ら
〕
友
好
的
で
は
な
い
者
た
ち
が
彼
に
取

り
憑
く
こ
と
も
な
く
な
り
、
彼
と
交
わ
る
友
た
ち
と
別
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
言
葉
は
重
み
の
あ
る
も
の
と
な
り
、

彼
は
恐
れ
る
も
の
が
な
い
こ
と
境
地
を
得
て
、
快
適
な
こ
と
が
多
く
な
り
、
賢
者
に
よ
�
て
称
賛
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

こ
の
法
施
は
、
彼
ら
を
追
念
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
者
と
す
る
だ
ろ
う
。

　
様
々
な
多
く
の
経
典
で
説
か
れ
る
功
徳
に
心
の
底
か
ら
信
解
を
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
「
堅
実
性
を

具
え
」
と
い
う
箇
所
の
『
学
処
集
成
』
の
新
訳
で
は
「
信
解
を
具
え
」
と
翻
訳
さ
れ
、
古
訳
諸
本
で
は
「
精
進
を
備
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え
」
と
も
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

丙
二
　
説
法
者
と
所
説
の
法
へ
の
奉
仕

　
世
尊
が
般
若
経
を
お
説
き
に
な
ら
れ
る
時
、
ご
自
身
で
法
座
を
準
備
な
さ
れ
た
と
い
う
行
状
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、

法
と
は
諸
仏
に
も
奉
仕
す
べ
き
福
田
で
あ
る
が
故
、
法
に
対
し
深
く
敬
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
説

法
師
に
対
し
て
も
、
彼
ら
が
も
つ
功
徳
や
そ
の
恩
恵
を
追
想
し
、
畏
敬
の
念
を
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。

丙
三
　
思
量
・
加
行
に
よ
る
説
法
作
法

　
思
量
は
『
海
慧
菩
薩
所
問
経
』
所
説
の
五
想
を
行
じ
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
自
身
は
医
師
で
あ
り
、
法

は
処
方
薬
で
あ
り
、
聞
法
者
は
患
者
で
、
如
来
は
勝
れ
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
法
矩
が
永
住
す
る
よ
う
に
、
と
い
う
こ

の
五
想
を
起
こ
す
必
要
が
あ
る
。
聴
衆
に
対
し
て
慈
の
修
習
を
し
、
他
者
の
方
が
よ
い
の
か
も
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

嫉
妬
か
ら
起
こ
る
気
の
迷
い
、
い
ま
す
ぐ
で
は
な
く
ま
た
別
の
機
会
に
延
期
し
た
い
と
い
う
懈
怠
心
、
何
度
も
説
明

し
な
く
て
は
い
け
な
い
労
力
に
対
す
る
嫌
悪
感
、
自
己
を
過
大
に
評
価
し
て
他
者
の
謝
り
を
指
摘
し
よ
う
と
い
う
思
い
、

法
を
勿
体
ぶ
り
衣
食
等
の
物
質
的
報
酬
を
得
た
い
と
い
う
欲
望
、
こ
う
し
た
考
え
の
そ
の
す
べ
て
を
や
め
て
、
自
他
と

も
に
仏
位
を
得
る
と
い
う
目
的
で
説
法
し
、
そ
の
福
徳
こ
そ
自
ら
の
楽
の
糧
と
な
る
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
加
行
は
、
沐
浴
を
し
て
、
清
潔
な
衣
を
着
用
し
、
清
ら
か
で
心
地
の
よ
い
場
に
座
を
誂
え
る
。
次
に
、
退
魔
の
真
言

を
読
誦
し
、
そ
れ
に
よ
り
聴
衆
か
ら
百
由
旬
ま
で
の
距
離
の
魔
や
魔
天
が
侵
入
し
な
い
よ
う
に
し
、
も
し
侵
入
し
た
と

し
て
も
厄
障
を
為
せ
な
く
す
る
。
こ
の
こ
と
は
『
海
慧
菩
薩
所
問
経
』
で
説
か
れ
る
の
で
そ
の
真
言
を
読
誦
す
る
必
要

が
あ
る
。
さ
ら
に
顔
の
表
情
も
明
る
く
し
、
意
味
を
確
定
す
る
た
め
に
そ
の
都
度
ご
と
に
様
々
な
喩
話
や
論
証
因
、
聖

言
を
引
用
し
な
が
ら
説
法
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。『
法
華
経
』
で
も
、
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彼
の
賢
者
は
常
に
嫉
妬
す
る
こ
と
な
ど
な
い

様
々
な
意
味
を
も
つ
愛
ら
し
い
物
語
を
語
る

彼
は
延
期
し
よ
う
と
い
う
懈
怠
を
よ
く
断
じ
て
お
り

ま
た
面
倒
だ
と
い
う
気
持
ち
も
起
こ
す
こ
と
は
な
い

賢
者
は
す
べ
て
の
不
快
感
を
捨
て
る

慈
愛
の
力
で
聴
衆
を
も
修
す
べ
き
で
あ
る

昼
夜
を
問
う
こ
と
な
く
勝
法
を
正
修
し

千
万
の
喩
え
を
語
る
の
で
あ
る

聴
衆
に
は
満
足
感
と
歓
喜
を
与
え
る

彼
は
す
こ
し
も
欲
望
も
持
つ
こ
と
は
な
い

御
馳
走
や
軽
食
や
飲
物
す
ら
も
求
め
は
し
な
い

着
物
や
寝
場
所
や
法
衣
す
ら
も
求
め
は
し
な
い

病
を
癒
す
た
め
の
薬
す
ら
も
望
む
こ
と
も
な
い

聴
衆
に
何
か
を
乞
う
こ
と
な
ど
決
し
て
な
い
だ
ろ
う

そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
賢
者
は
た
だ
自
ら
と
と

こ
れ
の
有
情
た
ち
が
成
仏
す
る
こ
と
を
願
�
て
い
る
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衆
生
済
度
の
た
め
に
世
間
に
法
を
語
る
の
で
あ
る

そ
の
徳
楽
も
他
者
が
利
用
す
べ
き
も
の
と
回
向
す
る

と
説
か
れ
て
い
る
。

丙
四
　
説
法
す
べ
き
対
象
・
説
法
す
べ
き
で
な
い
対
象

　
説
法
す
べ
き
対
象
と
説
法
す
べ
き
で
は
な
い
対
象
の
差
異
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。『
律
経
』
で
は
「
請
わ
れ

な
い
の
に
為
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
説
か
れ
る
が
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
請
わ
れ
て
も
な
い
の
に
説
法
す
べ
き
で
は

な
い
。
も
し
も
請
わ
れ
て
い
て
も
、
器
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
器
で
あ
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
請
わ
れ
な
く
て
も

説
法
し
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
『
三
昧
王
経
』
で
、

　
も
し
あ
な
た
に
請
願
す
る
者
が
い
れ
ば
、
先
ず
は
「
私
ご
と
き
は
詳
し
い
大
し
た
話
し
は
で
き
ま
せ
ん
。」

そ
う
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
あ
な
た
は
「
あ
な
た
が
既
に
ご
存
知
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
私
の
ご
と
き
者
が
あ
な
た
の
よ
う
な
大
徳

の
御
前
で
　
一
体
何
を
お
話
し
で
き
る
と
言
え
ま
し
�
う
か
。」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
焦
�
て
好
き
勝
手
に
語
る
べ
き
で
は
な
い
。
ま
ず
は
器
な
の
か
否
か
を
充
分
に
見
極
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
器
だ

と
分
か
る
な
ら
、
請
わ
れ
な
く
と
も
話
し
て
よ
い
。

　
と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
律
経
』
で
は
、
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立
�
た
ま
ま
座
�
て
い
る
者
に
説
法
す
べ
き
で
な
い
。
臥
し
た
者
に
も
説
法
す
べ
き
で
な
い
。
低
座
か
ら
高

座
へ
説
法
す
べ
き
で
な
い
。
良
い
も
の
悪
い
も
の
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
先
に
歩
く
者
に
後
か
ら
説
法
す
べ
き
で

は
な
い
。
道
を
歩
く
者
に
路
傍
か
ら
説
法
す
べ
き
で
は
な
い
。
衣
で
頭
を
覆
�
て
い
た
り
、
裾
を
捲
�
て
い
た
り
、

肩
に
羽
織
�
て
い
た
り
、
腕
を
胸
の
前
で
組
ん
で
い
た
り
、
背
中
で
組
ん
で
い
る
者
に
説
法
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

頭
に
髷
を
結
�
て
い
る
者
、
帽
子
や
冠
を
被
�
て
い
る
者
、
額
飾
を
つ
け
た
者
、
頭
巾
を
つ
け
た
者
に
説
法
す
べ

き
で
は
な
い
。
象
や
馬
、
駕
籠
や
輿
に
乗
�
て
い
る
者
に
も
説
法
す
べ
き
で
は
な
い
。
履
物
を
脱
い
で
い
な
い
者

に
も
説
法
す
べ
き
で
は
な
い
。
手
に
杖
・
傘
・
武
器
・
劔
・
盾
を
持
�
て
い
る
者
、
甲
冑
を
つ
け
て
い
る
者
に
説

法
す
べ
き
で
は
な
い
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
逆
の
者
に
は
説
い
て
よ
い
が
そ
う
で
な
い
者
に
関
し
て
述
べ
て
い
る
。

乙
三
　
聞
法
者
と
説
法
者
と
の
両
者
が
終
時
に
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か

　
両
者
は
終
わ
る
時
に
ど
う
す
べ
き
か
と
い
え
ば
、
説
法
や
聞
法
に
よ
�
て
起
こ
�
た
諸
善
を
暫
定
的
・
最
終
的
な
願

処
へ
と
強
い
意
志
で
廻
向
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
作
法
で
説
法
・
聞
法
す
る
の
な
ら
、
た
と
え
一
度
の

法
座
で
も
、
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
功
徳
が
必
ず
起
こ
る
だ
ろ
う
。
説
法
・
聞
法
が
実
質
を
伴
�
た
も
の
と
な
る
こ
と
で
、

法
や
説
法
者
へ
の
不
敬
と
い
�
た
業
障
は
、
過
去
に
積
集
し
て
き
た
も
の
は
す
べ
て
が
浄
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
た
と

え
新
た
に
積
ん
で
し
ま
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
増
大
し
な
い
も
の
と
な
る
。
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Ⅰ　序

　
説
法
・
聞
法
の
次
第
を
有
意
義
な
も
の
と
す
る
に
は
、
説
か
れ
て
い
る
教
誡
は
心
相
続
に
と
�
て
役
に
立
つ
こ
と
と

為
す
、
と
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
過
去
の
賢
者
た
ち
の
す
べ
て
こ
の
こ
と
繰
り
返
し
説
い
て
お
り
、
特
に

本
教
誡
の
先
師
た
ち
も
こ
の
こ
と
を
何
度
も
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
こ
そ
が
偉
大
な
教
誡
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
対
す
る
確
信
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
、
様
々
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
、
ど
れ
だ
け
甚

深
広
大
な
法
が
説
か
れ
よ
う
と
も
、
天
が
魔
に
成
り
下
が
り
、
法
そ
の
も
の
が
雑
染
を
補
助
す
る
も
の
と
な
�
て
し
ま

う
こ
と
も
大
変
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
に
「
初
日
に
間
違
�
た
も
の
が
十
五
日
ま
で
は
」
と
謂
わ
れ
る
よ
う
に
、
聞
法
・
説
法
を
道
へ
と
転
化
す

る
と
い
う
こ
の
作
法
に
対
し
て
、
公
平
な
知
性
を
持
つ
者
は
励
み
、
そ
れ
に
よ
り
、
説
法
・
聞
法
の
機
会
が
ど
れ
だ
け

あ
ろ
う
と
も
、
最
低
限
で
も
ひ
と
つ
で
も
具
え
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
教
誡
を
説
く
た
め

の
最
高
の
前
行
こ
そ
が
、
こ
れ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
詳
し
く
は
文
章
も
長
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
の

で
、
大
切
な
こ
と
だ
け
を
こ
こ
に
ま
と
め
た
が
、
詳
し
く
は
他
の
も
の
か
ら
知
る
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
で
教
誡
に
関
す
る
序
分
の
解
説
を
竟
え
た
。
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Ⅱ　師事作法

甲
四
　
教
誡
が
弟
子
を
引
導
す
る
次
第

　
第
四
の
教
誡
が
弟
子
を
引
導
す
る
次
第
に
は
二
。
道
の
根
幹
た
る
善
知
識
に
対
す
る
師
事
作
法
、
師
事
後
、
如
何
に

意
識
を
修
練
す
る
の
か
。

乙
初
　
道
の
根
幹
た
る
善
知
識
に
対
す
る
師
事
作
法

　
初
に
二
。
意
を
決
す
た
め
の
解
釈
の
展
開
・
運
用
法
を
簡
略
に
示
す

丙
初
　
意
を
決
す
た
め
の
解
釈
の
展
開

　『
内
実
確
定
集
』
に
「〔
大
乗
〕
住
種
姓
者
は
、
勝
れ
た
善
知
識
に
師
事
す
る
」
と
あ
る
。
ま
た
『
ド
ル
ポ
編
ポ
ト
ワ

の
教
え
』（『
青
冊
』）
で
は
「
す
べ
て
の
口
訣
を
ま
と
め
た
と
き
、
そ
の
は
じ
ま
り
と
な
る
も
の
が
、
す
ぐ
れ
た
善
知
識

を
捨
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
弟
子
に
と
�
て
、
心
相
続
へ
〔
善
知
識
に
対
す
る
敬
意
よ
り
二
無
我
の
証
解
に
至
る
ま
で
の
〕
あ
る
種
の
功
徳
が
生
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み
出
さ
れ
、〔
善
知
識
に
対
す
る
不
敬
よ
り
二
我
へ
の
相
執
に
至
る
ま
で
の
〕
あ
る
種
の
過
失
が
な
く
な
る
、
す
べ
て
の
楽
善
の
源

と
な
る
の
は
す
ぐ
れ
た
善
知
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
ま
ず
彼
に
対
す
る
師
事
作
法
と
い
う
も
の
が
大
切
な
こ
と
と
な
る
。

何
故
な
ら
ば
、『
菩
薩
蔵
経
』
で
も
、

要
す
る
に
一
切
の
菩
薩
行
を
得
て
、
そ
れ
を
究
竟
し
、
同
様
に
波
羅
蜜
・
地
・
忍
・
定
・
神
通
・
総
持
・
無
畏
・

廻
向
・
請
願
・
仏
の
〔
因
果
業
の
〕
一
切
法
を
得
て
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
師
に
依
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

師
こ
そ
が
根
た
る
も
の
で
あ
り
、
師
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
り
、
師
は
生
じ
る
拠
り
所
で
あ
り
、
成
長
の
拠
り
所
で

あ
り
、
師
に
よ
�
て
起
こ
り
、
師
に
よ
�
て
増
大
し
、
師
に
依
存
し
て
お
り
、
師
は
因
た
る
も
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ポ
ト
ワ
の
お
言
葉
で
は
、

解
脱
を
実
現
す
る
た
め
に
師
以
上
に
重
要
な
も
の
は
な
い
。
今
生
の
為
す
べ
き
こ
と
を
顧
み
て
、
そ
れ
を
す
る
だ

け
で
も
充
分
で
あ
る
が
指
導
者
を
も
た
ね
ば
そ
れ
す
ら
叶
わ
な
い
。
悪
趣
か
ら
来
た
ば
か
り
の
衆
生
が
こ
れ
か
ら

行
�
た
こ
と
も
な
い
場
所
へ
と
向
か
お
う
と
し
て
も
師
が
い
な
く
て
ど
う
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

と
説
か
れ
る
。
し
か
る
に
善
知
識
へ
の
師
事
作
法
に
は
六
つ
。
師
事
対
象
た
る
善
知
識
の
条
件
・
師
事
す
る
弟
子
の
条

件
・
師
事
の
作
法
・
師
事
の
功
徳
・
師
事
し
な
い
こ
と
の
過
失
・
そ
れ
ら
の
ま
と
め
。
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Ⅱ　師事作法

丁
初
　
師
事
対
象
た
る
善
知
識
の
条
件

　
一
般
に
、
教
説
と
註
釈
で
は
三
乗
の
各
々
に
関
す
る
様
々
な
師
が
説
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
三
士
道
次
第
に
則
り
仏

道
大
乗
へ
と
引
導
す
る
善
知
識
の
こ
と
を
説
明
し
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
で
は
、

善
知
識
と
は
　
よ
く
律
し
て
お
り
　
寂
静
で
　
寂
滅
し
て
い
る
者
で
あ
る

そ
の
功
徳
は
勝
�
て
お
り
　
勤
勉
で
　
聖
教
に
富
ん
で
い
る

実
義
を
証
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
　
話
も
巧
み
で
あ
る

慈
し
み
が
あ
り
　
労
を
厭
わ
ぬ
者
で
あ
り
　
彼
に
師
事
す
べ
き
で
あ
る （X

II, k.10

）

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
十
法
を
具
え
た
善
知
識
に
師
事
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
自
ら
律

し
て
な
け
れ
ば
他
者
を
律
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
他
者
を
律
そ
う
と
す
る
師
と
は
、

先
、
自
分
自
身
の
心
相
続
を
律
し
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
ど
の
よ
う
に
律
し
て
い
る
の
か
、
と

い
え
ば
、
あ
る
特
定
の
事
柄
を
成
就
し
、
そ
の
各
々
の
証
解
の
功
徳
を
具
え
て
い
る
だ
け
で
は
無
意
味
で
あ
る
か
ら
、

勝
者
の
教
説
の
そ
の
全
体
に
通
底
す
る
も
に
準
じ
た
心
相
続
の
調
御
法
を
具
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
即
ち
、
三
学
処
と
い
う
宝
以
外
で
は
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
か
ら
「
よ
く
律
し
て
お
り
」
等
と
三
つ
が
が
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
先
ず
「
よ
く
律
し
て
い
る
」
と
は
戒
学
処
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
別
解
脱

経
』
で
、
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常
に
勤
め
て
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な
い

心
と
い
う
律
し
難
い
こ
の
馬
を
律
す

鋭
く
尖
�
た
百
針
の
銜
の
よ
う
な
も
の

別
解
脱
と
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
説
か
れ
る
。『
律
分
別
』
に
お
い
て
も
、

調
教
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
調
教
す
る
銜
が
こ
れ
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
暴
れ
狂
�
た
馬
を
調
教
す
る
人
は
、
そ
れ
な
り
の
銜
を
使
�
て
手
な
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
よ
う
に
、
感
官
が
誤
�
た
方
向
へ
と
向
か
�
て
し
ま
い
、
ち
�
う
ど
暴
れ
狂
�
た
馬
が
行
�
て
は
な
ら
な
い
方
向

に
向
か
�
て
し
ま
う
時
に
は
、
適
宜
罰
し
、
常
時
、
行
く
べ
き
方
向
へ
と
務
め
て
向
か
わ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
実
現
す
る
戒
学
処
に
よ
�
て
心
と
い
う
馬
を
調
教
す
る
の
で
あ
る
。

　「
寂
静
で
」
と
は
、
こ
れ
ら
善
行
・
悪
行
へ
の
進
退
を
、
正
知
・
正
念
を
も
ち
い
て
、
心
の
内
側
に
は
寂
静
な
状
態

（
止
）
が
起
こ
�
て
い
る
定
学
処
を
生
じ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　「
寂
滅
し
て
い
る
」
と
は
、
心
を
自
在
に
活
動
で
き
る
止
に
基
づ
い
た
実
義
を
妙
観
察
す
る
慧
（
観
）
の
学
処
が
生

じ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
三
学
処
に
よ
り
心
相
続
を
調
御
し
て
い
る
、
と
い
う
証
解
の
功
徳
だ
け
の
み
を
持
�
て
い
る
だ
け
で
充
分

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
更
に
聖
言
の
功
徳
を
も
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
「
聖
教
に
富
ん

で
お
り
」
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
三
蔵
等
の
多
く
の
も
の
を
聴
聞
し
て
い
る
人
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
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Ⅱ　師事作法

る
。
善
知
識
ト
ン
パ
の
御
言
葉
に
も
ま
た
、

大
乗
の
師
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
者
が
話
を
し
て
い
る
と
き
に
は
時
に
無
限
の
興
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
教

え
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
説
か
れ
た
そ
の
直
後
か
ら
意
味
が
あ
り
役
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
な

効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
語
り
手
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。

　「
実
義
を
証
解
し
」
と
い
う
の
は
慧
の
勝
学
処
の
こ
と
で
あ
り
、
諸
法
無
我
の
証
解
あ
る
い
は
実
義
の
現
証
を
中
心

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
具
え
て
い
る
者
で
な
か
�
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
聖
教
・
正
理
に
よ
る
証
解
を

持
�
て
い
る
者
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
う
し
た
聖
言
教
・
証
解
教
を
具
え
た
者
で
あ
�
た
と
し
て
も
、
も
し
も
弟
子
よ
り
も
劣
�
た
者
で
あ
�
た

り
、
同
等
な
者
に
過
ぎ
な
い
者
で
あ
る
の
な
ら
相
応
し
く
な
い
の
で
「
功
徳
が
勝
�
て
い
る
」
者
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
親
友
集
』
で
も
、

劣
�
た
者
に
師
事
す
る
の
な
ら
堕
落
す
る
だ
ろ
う

同
程
度
の
者
に
師
事
し
て
も
凡
庸
な
ま
ま
で
あ
る

尊
い
者
に
師
事
す
る
の
な
ら
正
し
い
こ
と
を
得
ら
れ
る

し
か
る
に
自
分
よ
り
も
尊
い
者
に
師
事
す
べ
き
で
あ
る

戒
律
を
備
え
て
お
り
　
寂
静
で
あ
り
　
智
慧
が
よ
り
勝
れ
　
最
高
位
た
る
者

こ
の
よ
う
な
よ
り
尊
い
彼
に
師
事
す
る
の
な
ら
　
彼
よ
り
も
尊
い
者
に
な
る
こ
と
も
で
き
る
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と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
プ
チ
�
ン
ワ
も
「
尊
者
た
ち
の
生
き
様
を
耳
に
し
て
、
彼
ら
を
手
鑑
と
し
て
見
習
う
べ
き
で
あ
る
」
と
説
い
て
お
り
、

ま
た
タ
�
シ
も
「
私
は
ラ
デ
ン
僧
院
の
長
老
た
ち
を
手
鑑
と
し
た
」
と
説
い
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
尊
い
功
徳

を
も
ち
見
習
う
べ
き
者
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

　
以
上
の
六
法
が
〔
善
知
識
が
〕
自
身
が
既
に
得
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
功
徳
で
あ
る
。

　
こ
れ
以
外
の
残
り
の
も
の
は
他
者
が
想
起
す
る
功
徳
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

牟
尼
た
ち
は
　
罪
を
水
で
洗
い
流
し
て
く
れ
な
い

彼
ら
の
手
は
　
衆
生
の
苦
を
取
り
除
い
て
も
く
れ
な
い

彼
ら
の
覚
り
は
　
他
の
人
へ
と
与
え
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い

た
だ
法
性
の
真
実
を
説
く
こ
と
に
よ
�
て
の
み
解
脱
さ
せ
る

　
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
〔
善
知
識
と
は
〕
他
者
に
道
を
正
し
く
説
き
示
し
摂
取
す
る
以
外
に
、
罪
を
水
で
洗
い
流
す
等
の

こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
は
四
法
が
あ
る
。「
話
が
巧
み
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
指

導
し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
次
第
に
通
じ
て
お
り
、
意
図
す
る
内
容
を
所
化
の
意
識
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
話
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
慈
し
み
の
あ
る
」
は
、
説
法
の
動
機
が
清
浄
で
、
財
産
や
名
誉
な

ど
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
慈
悲
に
よ
�
て
動
機
づ
け
ら
れ
説
法
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ト
ワ
の
お
言
葉
で
チ
�

ン
ガ
に
語
ら
れ
た
も
の
に
「
リ
モ
の
倅
よ
、
ど
れ
だ
け
説
法
し
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
私
は
た
�
た
一
度
た
り
と
も
自

分
の
た
め
に
し
た
こ
と
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
無
力
で
な
い
衆
生
等
ど
こ
に
も
居
な
い
じ
�
な
い
か
。」
と

あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。「
勤
勉
で
」
と
は
、
他
を
利
す
る
こ
と
を
確
実
に
歓
び
と
し
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て
い
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
労
を
厭
わ
ぬ
者
」
と
は
、
何
度
も
繰
り
返
し
説
明
す
る
こ
と
を
厭
が
ら
ず

に
、
説
法
と
い
う
労
力
を
耐
え
忍
ぶ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ポ
ト
ワ
の
お
言
葉
で
は
ま
た

三
つ
の
学
処
、
実
義
の
証
解
、
慈
愛
と
い
う
こ
の
五
つ
こ
そ
が
よ
り
尊
い
。
私
の
阿
闍
梨
シ
�
ン
ツ
ン
は
、
す
べ

て
を
多
く
聴
聞
な
さ
れ
た
方
で
は
な
か
�
た
。
労
を
忍
ば
れ
る
方
で
も
な
か
�
た
。
だ
か
ら
か
こ
そ
、
彼
が
恩
着

せ
が
ま
し
く
語
る
こ
と
も
な
か
�
た
。
し
か
し
彼
は
こ
の
五
つ
を
具
え
、
そ
の
こ
と
で
彼
の
御
前
へ
参
じ
た
者
は

誰
で
も
意
味
が
あ
�
た
。
ニ
�
ン
ト
ン
の
場
合
も
、
彼
は
決
し
て
話
す
の
が
得
意
な
方
で
は
な
か
�
た
し
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
功
徳
を
説
明
す
る
と
き
に
も
、
こ
れ
は
い
ま
す
ぐ
に
は
き
�
と
伝
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
な
、
と
し
か
思

え
な
か
�
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
も
ま
た
、
こ
の
五
つ
を
具
え
て
お
ら
れ
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
彼
の
側
に
い

た
誰
に
と
�
て
も
有
意
義
で
あ
�
た
。

と
説
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
学
処
等
の
実
践
に
励
も
う
と
も
せ
ず
、
単
に
賛
辞
や
長
所
が
語
ら
れ
る
こ
と
を
自
己
の
生

活
手
段
と
す
る
者
は
、
善
知
識
と
し
て
は
相
応
し
く
な
い
者
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
栴
檀
の
功
徳
を
述
べ

る
こ
と
を
生
活
手
段
と
す
る
者
に
、
栴
檀
を
探
す
人
に
「
君
に
は
そ
れ
は
あ
る
の
か
ね
」
と
聞
か
れ
て
も
「
私
は
そ
れ

は
も
�
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
答
え
る
し
か
な
い
の
と
同
様
で
あ
り
、
実
際
に
所
有
し
な
い
が
、
た
だ
そ
れ
に
つ

い
て
語
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
三
昧
王
経
』
で
も
、

後
世
の
比
丘
の
な
か
に
は
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律
義
を
持
た
ぬ
者
が
多
く
な
る

彼
ら
は
多
く
を
聴
聞
し
た
と
語
�
て
は
い
る

し
か
し
律
や
讃
を
評
判
の
た
め
に
し
て
い
る

彼
ら
が
戒
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る

と
説
か
れ
る
通
り
で
あ
る
。
禅
定
・
智
慧
・
解
脱
の
三
つ
に
つ
い
て
も
同
趣
旨
の
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
あ
る
人
々
は
語
る
。「
栴
檀
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
線
香
の
形
も
こ
う
す
る
と
好
い
。」
彼
は
栴
檀
の
長
所
を
語
�
て
は
い
る
。

　
し
か
し
そ
こ
に
あ
る
人
が
や
�
て
く
る
。
彼
が
礼
賛
す
る
そ
の
栴
檀
の
香
り
を
少
し
嗅
い
で
み
た
い
と
言
う
。

ま
た
別
の
人
が
や
�
て
き
て
聞
く
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
彼
は
同
じ
こ
と
を
繰
返
し
語
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
生
活
の
糧
を
得
て
い
る
。
彼
は

線
香
の
も
つ
功
徳
を
語
る
が
、
そ
ん
な
線
香
を
自
分
に
は
な
い
と
語
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
瑜
伽
行
へ
と
勤
め
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
戒
律
を
礼
賛
し
、
そ
れ
に
よ
�
て
生
活
を
し
て
い

る
者
、
後
の
世
に
は
こ
う
し
た
人
が
登
場
す
る
。
し
か
し
彼
ら
が
所
詮
、
律
を
も
つ
こ
と
も
な
い
者
た
ち
な
の
で

あ
る
。

と
説
か
れ
、
残
り
の
三
つ
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
説
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
解
脱
を
実
現
し
て
く
れ
る
師
は
、
究
極
の
希
望
の
根
幹
で
あ
る
の
で
、
師
事
し
た
い
と
思
う
者
が
、
こ

れ
ら
の
こ
と
を
知
り
、
条
件
を
具
え
て
い
る
師
を
探
し
求
め
る
こ
と
に
励
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
い
の
で
あ
り
、
弟
子
た
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る
師
事
し
よ
う
と
す
る
者
も
ま
た
、
こ
れ
ら
を
理
解
し
て
、
こ
れ
ら
の
条
件
を
備
え
る
こ
と
に
励
ま
な
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　
時
代
の
状
況
に
よ
り
、
こ
う
し
た
功
徳
の
す
べ
て
を
揃
え
た
者
を
得
る
の
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
�

た
者
が
得
ら
れ
な
い
場
合
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
え
ば
『
妙
臂
所
問
経
』
で
は
、

車
輪
が
ば
片
方
し
か
な
い
場
合

馬
が
い
て
も
馬
車
は
道
を
進
め
な
い

実
践
の
助
け
を
し
て
く
れ
る
者
が
い
な
け
れ
ば

衆
生
が
悉
地
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る

そ
の
人
に
は
知
性
が
あ
り

姿
は
美
し
く
清
ら
か
で

種
姓
は
出
家
者
で
あ
り

法
流
に
従
�
て
い
る
者

心
意
気
が
あ
り
勇
ん
で
感
官
を
律
し
て
い
る

や
さ
し
い
口
調
で
語
り
施
し
を
す
る
慈
悲
が
あ
る

飢
え
や
渇
き
や
執
着
し
て
し
ま
う
の
に
耐
え
て
お
り

婆
羅
門
や
外
教
の
神
々
を
供
養
す
る
こ
と
も
な
い
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聡
明
で
記
憶
力
も
良
く
行
動
力
が
あ
る
人
も
い
る

三
宝
に
信
心
を
持
つ
友
で
あ
る

こ
う
し
た
功
徳
を
す
べ
て
備
え
た
も
の
は

こ
の
闘
諍
の
時
代
に
は
得
難
い

し
か
る
に
功
徳
の
四
分
の
三
や
八
分
の
五
が
あ
る
者
は

賞
賛
さ
れ
る
友
と
し
て
依
る
べ
き
で
あ
る

と
善
友
に
は
、
す
べ
て
の
条
件
を
全
う
し
て
い
る
も
の
を
八
分
の
五
が
最
低
条
件
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
師
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
と
ジ
�
ウ
�
は
説
か
れ
た
、
と
『
ド
ル
ポ
編
ポ
ト
ワ
の
教
え
』
で
説
明
さ
れ
る
の

で
、
条
件
と
し
て
説
か
れ
る
す
べ
て
の
八
分
の
一
で
、
難
易
度
が
も
�
と
も
低
い
も
の
を
ひ
と
つ
で
も
全
う
し
て
い
る

こ
と
が
最
低
条
件
と
な
る
。

丁
二
　
師
事
す
る
弟
子
の
条
件

　
帰
依
す
る
弟
子
と
は
『
四
百
論
』
で
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

公
正
で
　
知
性
が
あ
り
　
求
道
心
の
あ
る
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こ
の
聞
者
を
「
器
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る

説
法
者
の
長
所
が
別
に
な
る
こ
と
は
な
い

こ
れ
は
聴
聞
者
の
場
合
も
ま
た
同
様
で
あ
る

　
こ
の
三
法
を
具
え
た
者
が
聴
聞
の
器
量
と
し
て
相
応
し
い
者
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
三
つ
を
具
え
て
い
る
の
な
ら
ば
、

説
法
者
の
長
所
が
長
所
と
し
て
現
れ
、
短
所
と
し
て
現
れ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
聴
聞
者
の
長
所
も
彼
に
対
し
長

所
と
し
て
現
れ
、
短
所
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
こ
れ
ら
の
特
質
を
具
え
て
い
な
い
な
ら
、
説
法
者
た
る
善

知
識
が
い
く
ら
清
浄
な
者
で
あ
�
て
も
、
聴
聞
者
に
過
失
に
よ
�
て
、
過
失
有
る
者
と
な
�
て
し
ま
い
、
説
法
者
の
欠

点
す
ら
も
長
所
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
、
と
『〔
四
百
論
〕
註
』
で
説
か
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
す
べ
て
の
条

件
を
備
え
た
善
知
識
を
得
て
い
る
場
合
で
も
、
彼
が
そ
の
者
で
あ
る
と
特
定
し
難
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
者
で
あ
る
と
特

定
す
る
た
め
に
〔
弟
子
の
方
で
も
〕
こ
う
し
た
条
件
を
具
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
公
正
さ
」
と
い
�
て
い
る
の
は
、
主
義
主
張
に
陥
�
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
主
義
主
張
に
陥
�
て

い
る
の
な
ら
、
そ
れ
が
障
害
と
な
り
、
功
徳
を
見
出
せ
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
善
説
が
意
味
し
て
い
る
こ
と

を
見
出
せ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
中
観
心
論
』
で
は

主
義
主
張
に
陥
�
て
心
を
塞
い
で
い
れ
ば

決
し
て
寂
静
を
証
す
る
こ
と
な
ど
な
い
。

と
説
い
て
い
る
が
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
　
主
義
・
主
張
に
陥
�
て
い
る
と
は
、
自
己
の
教
義
に
捉
わ
れ
、
他
人
の

教
義
の
こ
と
を
嫌
悪
す
る
こ
と
で
あ
る
。〔
初
学
者
の
大
部
分
は
、
前
世
の
修
習
の
力
で
主
義
主
張
を
好
悪
す
る
こ
と
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好
む
傾
向
に
あ
る
の
で
〕　
こ
う
し
た
こ
と
が
自
分
自
身
の
心
相
続
に
起
こ
�
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
検
証
し
て
、
そ

れ
を
廃
止
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。『
菩
薩
別
解
脱
』
で
も

自
分
勝
手
な
主
張
を
や
め
、
戒
師
や
阿
闍
梨
の
流
儀
に
正
し
く
住
し
て
、
彼
を
敬
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
説
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
た
だ
こ
れ
（
公
平
さ
）
だ
け
で
よ
い
の
か
と
云
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
公
正
で
あ
�
て
も
、
も
し

善
説
正
道
と
悪
説
邪
道
の
二
つ
を
弁
別
で
き
る
知
性
を
も
た
な
け
れ
ば
、
器
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
の
で
、
し
か
る

に
そ
の
二
つ
を
理
解
す
る
た
め
の
知
性
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
た
だ
こ
の
二
つ
が
あ
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
も
ま
た
そ
う
で
は
な
い
。
た
と
え
こ
の
二

つ
が
あ
�
た
と
し
て
も
、
図
示
さ
れ
た
法
を
聞
く
の
如
く
に
な
�
て
い
て
は
、
器
と
し
て
は
不
当
で
、「
求
道
心
」
を

具
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。『〔
四
百
論
〕
註
』
で
は
、
仏
法
・
説
法
者
に
対
す
る
強
い
敬
意
と
そ
れ
を
判
断
す
る
力
の

二
つ
を
合
わ
せ
合
計
五
つ
が
説
か
れ
て
い
る
。
同
様
に
こ
の
よ
う
に
法
を
求
め
ん
と
す
る
気
持
ち
、
聞
法
に
際
し
て
の

配
慮
、
法
と
説
法
者
に
対
す
る
強
い
敬
意
、
悪
説
を
捨
て
善
説
を
採
る
、
と
い
う
四
つ
が
有
る
。
こ
の
四
つ
の
順
縁
は

「
知
性
を
有
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
逆
縁
を
捨
て
る
こ
と
が
「
公
正
さ
」
で
あ
る
。

　
師
が
指
導
可
能
な
こ
う
し
た
諸
法
の
す
べ
て
を
具
え
て
い
る
の
か
を
顧
み
て
、〔
い
ま
現
在
自
分
が
そ
れ
を
〕
具
え

て
い
れ
ば
悦
び
と
し
て
、
具
え
て
い
な
い
な
ら
ば
、
後
々
具
わ
る
た
め
の
因
に
勤
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
所
依

た
る
こ
う
し
た
法
を
知
り
、
条
件
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
分
析
し
た
り
考
察
す
る
こ
と
は
始
ま
ら
な
い
の
で
、
大
い
な

る
目
的
か
ら
逸
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
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丁
三
　
師
事
作
法

　
弟
子
は
ど
の
よ
う
に
師
事
す
べ
き
か
。
こ
れ
ら
の
器
を
具
え
た
者
は
、
前
述
の
条
件
を
師
が
具
え
て
い
る
か
を
検
討

す
る
必
要
が
あ
り
、
も
し
も
条
件
を
具
え
た
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
か
ら
法
恩
を
授
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
関
し
て
、
ゲ
シ
�
�
・
ト
ン
パ
と
サ
ン
プ
ワ
の
二
人
に
は
異
な
る
行
状
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
サ
ン
プ
ワ
は

多
く
の
ラ
マ
、
す
な
わ
ち
法
を
説
く
限
り
の
す
べ
て
の
者
か
ら
聴
聞
し
、
カ
ム
か
ら
の
道
中
で
、
あ
る
優
婆
塞
が
法
を

説
き
つ
つ
、
そ
れ
を
聴
聞
し
な
が
ら
や
�
て
き
た
と
さ
れ
る
。
周
り
の
人
々
が
そ
れ
は
さ
す
が
に
行
儀
が
悪
い
だ
ろ
う

と
言
�
た
と
こ
ろ
「
君
ら
は
そ
ん
な
風
に
言
う
べ
き
で
な
い
。
そ
れ
で
も
私
に
は
二
つ
利
す
る
こ
と
が
あ
�
た
の
で
あ

る
。」
と
語
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ゲ
シ
�
�
・
ト
ン
パ
は
師
は
少
な
く
五
人
し
か
い
な
か
�
た
。

ポ
ト
ワ
と
ガ
ン
ポ
・
リ
ン
チ
�
ン
・
ラ
マ
の
二
人
は
、
こ
の
ど
ち
ら
が
よ
い
の
か
を
議
論
さ
れ
、「
意
識
を
未
だ
浄
化

で
き
て
い
な
い
う
ち
は
、
欠
点
が
見
え
て
し
ま
い
、
不
信
感
を
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
、
そ
の
間
は
、
ゲ
シ
�
�
・
ト

ン
パ
の
や
り
方
が
よ
り
善
い
だ
ろ
う
」
と
同
意
し
て
、
以
後
そ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
極

め
て
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
法
恩
を
授
け
、
特
に
正
等
覚
の
教
誡
に
よ
�
て
意
識
を
善
導
し
て
く
れ
る
、
こ
の
善
知
識
に
対
す
る
師
事

作
法
に
は
二
あ
る
。
思
量
に
よ
る
師
事
作
法
（
戊
初
）、
加
行
に
よ
る
師
事
作
法
（
戊
二
）。

戊
初
　
思
量
に
よ
る
師
事
作
法

　
初
に
三
。
師
事
の
思
の
概
説
、
特
に
そ
の
根
と
な
る
信
心
の
修
練
、
恩
を
追
念
し
恭
敬
す
る
作
法
。
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己
初
　
師
事
の
思
の
概
説

　『
華
厳
経
』
で
は
九
種
の
心
で
善
知
識
に
師
事
し
恭
敬
す
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
師
事
す
る
思
い
を
総

括
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
要
約
す
る
と
四
種
類
の
心
情
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
、
自
分
勝
手
を
や
め
る
よ
う
に
し
、
自
ら
師
に
仕
え
る
堅
実
な
息
子
で
あ
る
と
思
う
。
堅
実
な
息
子
は
放
蕩

す
る
こ
と
も
な
く
、
父
の
顔
を
窺
い
奉
行
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
通
り
に
実
践
す
る
者
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に

師
の
顔
を
窺
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
現
在
仏
現
前
三
昧
』（『
般
舟
三
昧
経
』）
に
も
、

彼
は
す
べ
て
の
場
合
に
自
己
の
放
蕩
を
や
め
、
善
知
識
の
意
向
に
従
う
べ
き
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
〔
善
知
識
の
〕
条
件
を
具
え
た
者
に
対
し
て
で
あ
�
て
、
ど
ん
な
者

で
も
常
に
そ
の
顔
色
を
窺
い
、
鼻
を
向
け
る
訳
で
は
な
い
、
と
も
説
か
れ
て
い
る
。

　〔
第
二
の
〕
敬
愛
の
気
持
ち
を
ど
ん
な
者
に
よ
�
て
も
離
反
し
な
い
確
固
と
し
た
も
の
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
、〔
堅

く
決
し
て
壊
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
な
い
〕
金
剛
の
如
き
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
魔
物
や
悪
友
等
に
よ
�
て
も
〔
師
弟
関
係
が
〕
離
反

す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
『
同
経
』
で
は

愛
す
る
者
は
無
常
で
あ
り
、
親
し
き
顔
も
無
常
で
あ
る
、
と
い
う
の
を
断
じ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。

　〔
第
三
の
〕
師
の
重
責
の
す
べ
て
を
負
お
う
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
大
地
の
如
き
心
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
ん
な
に

重
た
い
荷
を
背
負
�
て
も
そ
の
す
べ
て
が
決
し
て
疲
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ト
ワ
は
チ
�
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ン
ガ
の
僧
侶
た
ち
に
「
あ
な
た
は
私
の
善
知
識
た
る
こ
の
よ
う
な
菩
薩
を
出
会
い
、
そ
の
お
言
葉
通
り
に
実
践
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
大
い
な
る
功
徳
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
こ
と
を
重
荷
と
せ
ず
に
荘
厳
と
し
な
さ
い
。」
と
語
ら
れ
た
よ
う

な
こ
と
で
あ
る
。

　〔
第
四
の
〕
責
務
を
担
う
方
法
と
し
て
は
六
〔
心
〕
が
あ
る
。

　〔
第
一
心
〕
鐵
輪
圍
山
の
よ
う
な
心
と
は
、
如
何
な
る
苦
し
み
が
生
じ
よ
う
と
も
、
す
べ
て
の
場
合
に
揺
ら
が
な
い
こ

と
で
あ
る
。
チ
�
ン
ガ
ワ
は
ル
ク
パ
に
滞
在
さ
れ
て
い
た
時
、
ゴ
ン
パ
・
ヨ
ン
テ
ン
・
バ
ル
は
強
く
寒
が
り
体
が
弱
わ

り
、
ジ
�
ウ
�
・
シ
�
ン
ヌ
タ
ク
に
対
し
、
去
る
べ
き
か
留
ま
る
べ
き
か
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
「
い
ま
も
し
安
楽
に
座

臥
で
き
る
〔
帝
釈
天
の
〕
尊
勝
宮
を
住
居
と
し
て
い
て
も
、
何
と
し
て
も
大
乗
善
知
識
に
師
事
し
聞
法
す
る
経
験
は
今

回
限
り
だ
と
す
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
し
ば
ら
く
は
留
ま
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
説
か
れ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。

　〔
第
二
心
〕
世
間
の
侍
従
の
よ
う
な
心
と
は
、
一
切
の
悪
行
の
す
べ
て
を
実
行
す
る
時
で
さ
え
動
揺
す
る
こ
と
な
く
実

行
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ツ
�
ン
地
方
で
翻
訳
官
や
パ
ン
デ
�
�
ト
が
い
た
場
所
で
土
砂
の
崩
落
が
起
こ
�
た

時
、
ト
ン
パ
は
衣
を
脱
ぎ
、
濡
れ
た
土
砂
を
撤
去
し
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
乾
い
た
白
い
真
砂
土
を
敷
き
、
ジ
�
ウ
�

の
前
で
曼
荼
羅
を
成
就
な
さ
れ
た
の
で
、
ジ
�
ウ
�
御
前
は
「
嗚
呼
、
汝
の
よ
う
な
も
の
が
イ
ン
ド
に
も
い
る
だ
ろ
う

か
」
と
お
�
し
�
ら
れ
た
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　〔
第
三
心
〕
掃
除
夫
の
よ
う
な
心
と
は
、
慢
心
や
高
慢
な
す
べ
て
の
思
い
を
断
ち
切
�
て
、
自
ら
は
師
よ
り
身
分
も
低

い
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
ゲ
シ
�
�
・
ト
ン
パ
の
お
言
葉
に
も
「
我
慢
の
丘
に
は
功
徳
の
泉
が
湧
く
こ
と
は
な
い
」

と
説
か
れ
、
ま
た
チ
�
ン
ガ
の
お
言
葉
に
も
「
植
え
付
け
春
に
新
緑
は
山
頂
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
、

谷
の
低
い
土
地
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
通
り
な
の
で
あ
る
。

　〔
第
四
心
〕
運
搬
車
の
よ
う
な
心
と
は
、
師
の
所
行
が
ど
の
よ
う
に
困
難
な
重
い
荷
物
で
あ
�
て
、
そ
れ
を
進
ん
で
引

き
受
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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　〔
第
五
心
〕
犬
の
よ
う
な
心
と
は
、
師
に
よ
り
罵
ら
れ
謗
ら
れ
て
そ
れ
を
怒
り
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゲ

シ
�
�
・
ラ
ソ
に
ト
�
ル
ン
パ
は
会
う
た
び
に
叱
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ラ
ソ
の
弟
子
ニ
�
ク
モ
パ
が
「
こ
の
阿
闍
梨

は
我
ら
弟
子
を
嫌
�
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
と
「
き
み
に
は
怒
�
て
い
る
言
葉
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
の
か
。
こ
う
し
て

私
に
こ
の
者
が
会
う
た
び
に
ヘ
�
ル
カ
が
加
持
す
る
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
�
て
い
る
の
だ
。」
と
語
ら
れ
た
が
、
こ
れ

と
同
様
で
あ
る
。『
八
千
頌
』
で
も

も
し
説
法
者
た
ち
が
求
法
の
徒
を
罵
り
見
向
き
も
し
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
汝
は
反
抗
せ
ず
、
だ
か
ら
こ
そ

一
層
法
を
求
め
、
敬
意
を
起
こ
し
疎
ん
じ
ず
随
行
す
べ
き
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
い
る
。

　〔
第
六
心
〕
船
の
よ
う
な
心
と
は
、
師
の
所
行
が
ど
こ
に
向
か
う
と
も
、
そ
の
通
り
往
来
し
疲
弊
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

己
二
　
特
に
そ
の
根
と
な
る
信
心
の
修
練

　
根
本
で
あ
る
信
心
の
修
練
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。『
宝
灯
明
経
』
で
は
、

信
心
は
先
行
し
母
の
如
く
産
み
出
す

一
切
の
功
徳
を
護
持
さ
せ
増
大
さ
せ
る

疑
問
点
を
払
拭
し
暴
流
か
ら
解
脱
さ
せ
る

信
心
は
妙
善
の
都
城
へ
の
標
識
で
あ
る

信
心
は
汚
れ
を
な
く
し
心
を
清
め
る
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我
慢
を
断
じ
敬
意
を
払
わ
せ
る
根
で
あ
る

信
心
は
最
勝
な
る
宝
石
や
埋
蔵
や
足
と
な
る

手
の
よ
う
に
善
を
集
め
る
根
と
な
る
も
の
で
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
十
法
経
』
で
は

出
離
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る

信
心
と
は
最
勝
の
乗
り
物
で
あ
る

そ
れ
ゆ
え
に
智
慧
の
あ
る
人
は

信
に
則
し
て
師
に
仕
え
ね
ば
な
ら
な
い

不
信
と
い
う
不
善
が
あ
る
の
な
ら

白
き
諸
法
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い

種
子
を
火
で
焦
が
し
て
し
ま
え
ば

芽
に
先
だ
つ
も
の
が
何
故
あ
ろ
う
か

と
説
か
れ
て
お
り
、
肯
定
遍
充
・
否
定
遍
充
に
よ
り
信
心
が
一
切
の
功
徳
の
基
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
ジ
�
ウ
�
に
ト
ン
パ
が
「
チ
ベ
�
ト
で
は
修
習
や
成
就
し
よ
う
と
す
る
者
は
沢
山
お
り
ま
す
が
、
殊
勝
な
功
徳
を
得

た
者
は
い
ま
せ
ん
。」
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
ジ
�
ウ
�
御
前
は
　「
大
乗
の
功
徳
は
大
な
り
小
な
り
、
そ
の
す
べ
て

が
師
匠
に
依
存
し
て
生
じ
る
。
君
た
ち
、
チ
ベ
�
ト
で
は
、
師
の
こ
と
を
凡
俗
な
者
で
あ
る
と
想
�
て
い
る
だ
け
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
以
上
で
な
け
れ
ば
、
一
体
ど
う
し
て
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。」
と
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
ジ
�
ウ
�
に
　「
ア
テ
�
シ
�
様
、
ど
う
か
教
誡
を
お
願
い
し
ま
す
」
と
大
声
で
請
願
す
る
者
が
い
た
と
き
に
は

　「
は
�
は
�
は
。
私
に
は
耳
は
ち
�
ん
と
あ
る
。」　「
教
誡
と
い
う
も
の
は
信
仰
な
ん
だ
。
信
…
…
。
信
…
…
。」

と
語
ら
れ
た
よ
う
に
、
信
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
一
般
に
三
宝
に
対
す
る
も
の
、
業
果
に
対
す
る
も

の
、
四
諦
に
関
す
る
も
の
、
と
い
う
信
に
も
多
く
の
も
の
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
師
に
対
す
る
信
の
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
師
を
弟
子
は
ど
の
よ
う
に
仰
い
だ
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。『
金
剛
手
灌
頂
タ
ン
ト
ラ
』
で
は
、

秘
密
主
よ
、
阿
闍
梨
を
弟
子
は
ど
の
よ
う
に
仰
い
だ
ら
よ
い
の
か
、
と
い
え
ば
、
仏
世
尊
と
同
じ
よ
う
に
す
べ
き

な
の
で
あ
る
。
彼
の
心
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
常
に
善
が
生
じ
る
し
、
彼
は
一
切
世
間
を
利
益
す
る
者

で
あ
る
仏
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
説
か
れ
、
大
乗
経
典
で
も
釈
尊
で
あ
る
と
の
想
い
を
起
こ
す
必
要
が
説
か
れ
、
律
で
も
同
様
に
説
か
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
仏
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
�
て
い
る
時
、
そ
こ
に
欠
点
を
見

出
そ
う
と
い
う
考
え
は
起
こ
ら
な
い
の
で
あ
り
、
功
徳
を
思
う
心
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
師
に
対
し

て
意
識
的
に
欠
点
を
数
え
て
し
ま
う
す
べ
て
の
も
の
を
放
棄
し
て
、
功
徳
を
数
え
る
意
識
を
修
練
す
る
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
同
タ
ン
ト
ラ
で
、

阿
闍
梨
の
も
つ
功
徳
を
捉
え
な
さ
い

欠
点
を
決
し
て
捉
え
て
は
い
け
な
い

功
徳
を
捉
え
れ
ば
悉
地
を
得
る
だ
ろ
う
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欠
点
を
捉
え
れ
ば
悉
地
は
得
な
い
だ
ろ
う

と
説
か
れ
る
よ
う
に
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
師
は
功
徳
が
顕
著
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
人
の
欠
点
が
僅
か
で
も
あ
り
、
そ
の
側
面
か
ら
考

え
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
自
分
に
と
�
て
も
悉
地
の
障
害
と
な
�
て
し
ま
う
。
た
と
え
欠
点
の
方
が
顕
著
で
あ
ろ
う
と

も
、
そ
の
欠
点
の
側
か
ら
考
え
ず
に
功
徳
の
側
か
ら
見
る
信
仰
を
培
う
こ
と
で
、
自
分
に
も
悉
地
が
生
じ
る
因
と
な
る
。

し
か
る
に
、
自
分
の
師
で
あ
る
限
り
、
彼
に
大
な
り
小
な
り
ど
ん
な
過
失
が
あ
ろ
う
と
も
そ
の
側
面
か
ら
考
え
、
欠
点

を
思
う
感
情
が
起
こ
る
と
き
、
そ
の
感
情
を
意
識
的
に
廃
止
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
放
逸
や
煩
悩
が
増
大
す
る

等
の
趨
勢
で
、
欠
点
を
数
え
て
し
ま
�
て
も
、
懺
悔
自
戒
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
次
第
に
そ
の
趨
勢
は

弱
小
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ま
た
戒
、
多
聞
、
信
心
等
の
功
徳
を
多
く
を
も
つ
者
に
対
し
て
、
意
識
的
に
そ
の
側
面

を
捉
え
て
、
功
徳
を
思
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
修
習
す
れ
ば
、
た
と
え
僅
か
な
小
さ
な
欠
点
が
見

え
る
と
も
、
意
識
が
功
徳
の
側
面
を
捉
え
て
い
る
こ
と
で
、
信
仰
を
妨
げ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
自
分
が
望
ん
で
い
な
い
方
向
に
、
た
と
え
ど
ん
な
に
多
く
の
功
徳
が
あ
る
の
が
見
え
て
い
て
も
、
欠
点
が
見
え
て
い

る
意
識
が
強
い
な
ら
、
そ
の
こ
と
で
功
徳
が
見
え
る
意
識
が
圧
倒
さ
れ
る
。
ま
た
、
自
分
に
欠
点
が
ど
ん
な
に
多
く
見

え
て
も
、
自
身
の
多
少
の
功
徳
を
見
る
意
識
が
強
す
ぎ
る
の
な
ら
、
そ
の
こ
と
で
欠
点
を
省
み
る
意
識
が
圧
倒
さ
れ
て

し
ま
う
。
こ
う
し
た
こ
と
と
同
様
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
ジ
�
ウ
�
・
チ
�
ン
ポ
の
見
解
は
中
観
で
あ
�
た
が
、
セ
ル
リ
ン
パ
の
見
解
は
唯
識
形
象
真
実
派
を
と
り
、
思
想
的

観
点
か
ら
は
優
劣
が
あ
�
た
け
れ
ど
、
大
乗
道
次
第
の
全
体
、
菩
提
心
と
い
�
た
こ
れ
ら
は
彼
に
師
事
し
て
得
た
も
の

で
あ
る
の
で
、
諸
師
の
な
か
で
も
比
類
な
き
方
と
考
え
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
同
様
な
こ
と
で
あ
る
。

　
功
徳
の
側
面
を
想
い
、
欠
点
の
側
面
か
ら
数
え
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
破
戒
等
に
関
し
て
も
、
た
と
え
一
偈
頌
で
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も
聴
聞
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
以
降
特
例
な
く
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
宝
雲
経
』
で
は

　
師
事
す
る
こ
と
に
よ
�
て
善
は
増
大
す
る
の
で
あ
り
、
不
善
は
隠
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
か

ら
、
戒
師
の
聞
法
の
多
少
、
理
解
・
不
理
解
、
持
戒
・
破
戒
、
と
い
�
た
も
の
に
関
わ
ら
ず
、
釈
尊
で
あ
る
と
の

想
念
を
起
こ
す
。
釈
尊
を
こ
そ
歓
び
と
し
信
じ
る
よ
う
に
、
戒
師
を
も
信
じ
歓
び
と
す
べ
き
で
あ
る
。
阿
闍
梨
な

ど
に
は
敬
語
を
つ
か
い
、
奉
仕
す
る
、
こ
れ
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
未
だ
究
竟
し
て
な
い
菩
提
を
究
竟
す
る
こ
と
で

あ
り
、
未
だ
断
じ
て
な
い
雑
染
を
断
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
歓
喜
し
、
悦
び
を
見
出
す
こ
と
で
善
法
に
従
う
も

の
が
享
受
で
き
る
の
で
あ
り
、
不
善
を
享
受
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

と
説
か
れ
て
お
り
、『
勇
猛
所
問
経
』
に
よ
れ
ば
、

　
家
主
よ
、
も
し
菩
薩
が
聖
教
を
与
え
て
く
れ
、
口
誦
を
追
求
す
る
こ
と
か
ら
、
布
施
・
戒
・
忍
辱
・
精
進
・
禅

定
・
智
慧
を
有
す
る
、
即
ち
菩
薩
道
の
資
糧
を
積
集
す
る
こ
と
を
含
む
四
聯
以
上
の
偈
頌
を
、
誰
か
か
ら
聞
い
た

り
、
口
伝
を
授
か
�
た
り
、
与
え
て
も
ら
う
と
し
よ
う
。
そ
の
時
に
は
、
そ
の
阿
闍
梨
に
対
し
、
そ
れ
を
与
え
て

く
れ
た
彼
か
ら
の
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
�
て
、
彼
を
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
名
句
文

の
偈
頌
で
あ
�
た
し
て
も
、
そ
れ
が
説
か
れ
た
そ
の
劫
の
限
り
は
、
そ
の
阿
闍
梨
を
裏
切
る
こ
と
な
く
、
物
質
的

に
も
精
神
的
に
も
、
そ
し
て
す
べ
て
の
供
物
を
も
�
て
奉
仕
し
帰
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
家
主
よ
、
ま
た
阿
闍
梨
を
阿
闍
梨
で
あ
る
と
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
す
ら
全
う
で
き
な

い
の
な
ら
、
非
法
の
敬
意
を
払
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
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Ⅱ　師事作法

と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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