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晴

末
か
ら
唐
初
に
か
け
て
世
間
に
姿
を
現
わ
し
た
少
な
か
ら
ざ
る
仏
典

の
中

に

『究
童
大
悲
経
』
の
名
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
中
国
撰
述

の
疑
偽
経
典
で
あ
る
こ
と
が
確
実
視
さ
れ
る
此
の
書
物
は
、
撰
述
当
初

の
首
尾
完
具
し
た
状
態
で
は
、
第

一
品
か
ら
第
十
六
品
ま
で
、
す

べ
て
十
六
品
か
ら
成

っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
末
尾
第
十
六
品
の
中
に
明
記
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
宋
代
以
降

に
な
る
と
散
逸
し

て
し
ま

っ
た
ら
し
く
、
今
で
は
敦
煙
古
遺
書
の
堆
積
の
中
に
、
第
五
品
か
ら
第
十
六
品
ま
で
の
あ
わ
せ
て
十
二
品
を
残
す
だ
け
で
あ
り
、

(
1

)

第

一
品
か
ら
第
四
品
ま
で
の
首
部
四
品
に
つ
い
て
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
残
念
な
こ
と
で
あ
る
。

か
く
現
在
手
に
と

っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
本
来
の

『究
尭
大
悲
経
』
の
約
三
分

の
二
ほ
ど
に
過
ぎ
ず
、
不
完
全
き
わ
ま
り
な

い
も

の
だ
が
、
し
か
し
諸
品
各
所
で
展
開
さ
れ
る
主
張
は
き
わ
め
て
興
味
深
く
、
読
む
者
の
関
心
を
刺
戟
す
る
。
階
末
唐
初
の
仏
教
思
想

を
当
時
の
思
想
状
況
に
即
し
て
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
・
検
討
を
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
資
料
の
一
つ
で
あ

ろ
矩

侠
存
す
る
十
二
品
を
概
観
し
て
み
る
と
、
本
経
出
世
の
目
的
は
、
縛
と
解
と
は
ど
の
よ
う
な
境
涯
を
さ
す
の
か
、
ど

の
よ
う
に
す
れ
ぽ
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解
脱
は
実
現
さ
れ
る
の
か
、
と
い

っ
た
実
践
的
関
心
に
即
し
て
、
人
の
心
の
あ
り
方
を
多
方
面
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
心

の
あ
り
方
を
理
想
態
と
現
実
態
と
の
二
方
向
か
ら
観
察
し
つ
つ
、
理
想
態
と
現
実
態
と

は
実
は
不

一
不
異
な
の

だ
と
覚
悟
し
て
分
別
相
対
の
立
場
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
い
う
主
題
を

一
貫
し
て
追
い
続
け
な
が
ら
、
考
察
の
視
角
を
少
し
ず

つ
変
え
て
十

(
3
)

六
品
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
所
論
を
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
解
脱
と
継
縛

の
同
異
を
再
三
に
わ
た

っ
て
考
察
し
、
教
説
の
有
無
や
修

道

の
虚
実
を
繰
返
し
て
問
題
に
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
し
ろ
絶
対
の
自
由
が
心
に
成
就
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
迷
悟
解
縛
を
分
け
る
関
鍵
な

の
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仏
の
金
言
な
ど
で
は
さ
ら
に
な
く
、
氏
素
姓
も
定
か
な
ら
ぬ
疑
偽
経
典
で
あ

る
こ
と
が
確
か
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
所
論
に
は
黙

っ
て
見
過
ご
せ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
言
う
の
も
、
そ
の
為
で
あ
る
。

さ
て
迷
縛
と
は
ど
の
よ
う
な
境
涯
を
言
い
、
悟
解
と
は
ど
の
よ
う
な
境
涯
を
言
う
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
境
涯
は
ど

の
よ
う
に
し
て
出
現

す
る
の
か
、
こ
れ
ら
は
、
迷
悟
解
縛
を
問
題
に
す
る
者
の
共
通
の
疑
問
で
あ
ろ
う
。
迷
悟
の
相
違
を
多
少
と
も
意
識

し
て
は
い
て
も
両
者

の
同
異
を
認
識
で
き
な
い
で
い
る
者
は
、
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
模
索
す
る
で
あ
ろ
う
。
眼
前
に
幾
筋

に
も
岐

れ
る
道
は
、
殊
塗
同

帰
、
ど
こ
を
歩
い
て
も
目
的
地
に
辿
り
着
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
岐
れ
道
の
前
に
仔

ん
で
悲
歎

に
く

れ
る
人

々
は
さ
ほ
ど
多

く

は
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
内
外
大
小
の
あ
ら
ゆ
る
典
籍
を
精
査
深
思
し
て
煩
項
詳
密
な
教
理
研
究

の
中

に
当
面

の
課
題
を

探
究
す
る
人
々
が
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
文
字
を
離
れ
世
俗
を
逃
れ
幽
逡
孤
独
の
地
に
難
行
苦
行
を
重
ね
て
問
題

の
解
決
を
図
ろ
う
と
す

る
人
々
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
日
常
平
凡
な
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
お
の
ず
と
体
認
顕
現
す
る
の
に
ま

か
せ
る
と
い
う
人
々
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
ど
の
道
を
歩
け
ば
目
的
地
に
辿
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
も
そ
も
目
的
地
な
ど
あ
る
の

か
ど
う
か
、
当
事
者
達
に
は
も
と
よ
り
分
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

『
究
尭
大
悲
経
』
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
は
、
最
後
に
あ
げ
た
人
々
の
あ

り
方
と
深
く
か
か
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
禅
宗
的
在
り
方
と
言
い
切

っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
は
速
断
し

か
ね
る
。
た
だ
普
通
、

禅
宗
的
在
り
方
を
表
現
す
る
に
は
大
別
し
て
二
つ
の
方
法
が
見
受
け
ら
れ
よ
う
。
生
身
の
人
間
の

一
挙
手

一
投
足
、
行
住
坐
臥
の
あ
ら
ゆ

る
局
面
が
悟
境
に
ほ
か
な
ら
な
い
以
上
、
人
間
の
動
静
黙
語
の
瞬
間
を
鮮
明
に
描
き
出
す
こ
と
で
悟
境
を
表
現
す

る
。

こ
れ
が

一
つ
で
あ
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る
。
あ
る
い
は
、
天
地
山
川
や
鳥
獣
草
木
な
ど
の
自
然
を
詠
ず
る
詩
偶
の
形
式
を
借
り
て
響
喩
的
暗
示
的
に
表
出
す
る
。
こ
れ
が
も
う

一

つ
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
そ
の
境
涯
に
つ
い
て
独
特
で
難
解
な
仏
教
用
語
を
駆
使
し
て
理
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
い
わ
ゆ
る
不
立
文
字
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
禅
宗
の
あ
り
方
を
表
現
す
る
の
に
適
し
い
方
法
と
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
、

『
究
尭
大
悲
経
』

の
表
現
方
法
は
き
わ
め
て
異
質
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
意
味
鮮
明
な
語
彙
を
積
み
重
ね
つ
つ
理
路
整
然
と
問
題
を
考
察

し
説
明
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
態
度
は
、
教
外
別
伝
で
予
想
さ
れ
る
禅
宗
の
あ
り
方
と
は
大
き
く
隔
た
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
。
な
ら
ぽ
、
こ
れ
を
禅
宗
と
の
か
か
わ
り
で
考
え
る
の
は
木
に
竹
を
接
ぐ
が
如
き
愚
行
を
犯
す
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う

か
。

こ
こ
で
世
に
所
謂
る
禅
宗
の
イ
メ
ー
ジ
が
何
時
頃
か
ら
形
成
さ
れ
固
定
化
し
て
い
く
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
不
立
文
字
を
言
い
教
外

別
伝

を
唱
え
棒
や
喝
や
詩
偶
な
ど
を
通
じ
て
悟
境
を
う
か
が
う
と
い
っ
た
所
謂
る
禅
宗
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
の
当
初
か
ら
色
濃
く
存
在
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
む
し
ろ
明
晰
な
る
言
語

の
積
み
重
ね
を
も
と
に
整
然
と
理
論
を
展
開
し
対
者

の
納
得
を
促
す
と
い
う
態
度
が
、

(
4
)

唐
初
禅
宗
が
興

っ
た
頃
に
色
濃
く
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
は
な
い
の
か
、
こ
う
考
え
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
生
身
の
人
間

の
行
住
坐
臥

の
あ
ら
ゆ
る
場
面
が
悟
境
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
了
解
し
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
を
体
得
的
、
比
喩
的
、
暗
示
的
に
表
明
す
る
方

法
で

は
な
く
、
説
明
的
、
理
論
的
に
叙
述
し
て
い
く
本
書

の
態
度
も
、
あ
な
が
ち
禅
宗
的
立
場
と
関
わ
り
が
な
い
と
も
言
い
切
れ
な
い
こ

と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
唐
初
の
禅
宗
の
興
起
の

一
翼
を
担

っ
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

二

修
道
作
仏
は
病
な
り

四
巻
本

『究
寛
大
悲
経
』

の
巻
二
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「対
治
服
薬
治
病
品
第
七
」

に
次

の
よ
う
な

一
文
が
見
え
る
。

慧
命
法
身
は
真
金
の
ご
と
し
。
自
侍
な
る
剛
義
と
意
慮
な
る
浮
鉱
の
中
に
在
り
。
折
伏
せ
ざ
る
自
り
は
現
わ
る
可
き

に
由

無

し
。

(大
正
八
五
、
一q。刈O
び
)

第

七
品

の
首
部
に
、
法
身
と
は
天
真
の
妙
性
で
あ
り
、
慧
命
と
は
重
玄
に
要
契
す
る
こ
と
だ
と
の
説
明
が
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
な
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ら
ば
、
慧
命
法
身
と
は
、
絶
妙
至
極
な
る
智
恵
の
働
き
を
そ
な
え
た
覚
悟
の
当
体
を
指
す
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
覚
悟

の
当
体
と

一
切
衆
生
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
こ
れ
が
問
題
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
丁
度
、
精
錬

に
よ

っ
て
鉱
石
の
中
か
ら
採

り
出
さ
れ
た
純
金
と
純
金
が
採
り
出
さ
れ
る
前
の
鉱
石
と
の
関
係
に
喩
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
切
衆
生
と
し
て
の
在
り
方
を
特
徴
づ
け

て
い
る
自
待
や
意
慮
な
ど

の
我
見
が
取
り
除
か
れ
る
な
ら
ば
、

一
切
衆
生
の
身
中
に
存
在
し
て
い
る
覚
悟
の
当
体
が
、
純

一
無
雑

の
金
姿

を
顕
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
先
き
に
引
用
し
た

一
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
ほ
ぼ
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
さ
れ

ば

こ
そ
第
七
品
で
は
、
鉱
石
を
精
錬
し
て
純
金
を
採
取
す
る
た
め
の
煉
冶
の
方
法
に
言
及
し
て
、
我
見
を
滅
ぼ
し
尽
く
し
是
非
善
悪
な
ど

あ

ら
ゆ
る
相
対
分
別
の
念
を
毫
末
も
起
こ
さ
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
、
外
な
る
事
物
と
混
然

一
体
と
な
り
な
が
ら
而
も
外
物
に
翻
弄
さ
れ
な

い

こ
と
、
こ
れ
こ
そ
唯

一
無
二
の
方
法
だ
と
縷
説
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
鉱
石
を
精
錬
し
な
け
れ
ば
純
金
を
採
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
、
鉱
石
の
中

に
純
金
が
含
ま
れ
て

い
る
の
は
確
か
だ
が
、
鉱
石
が
そ

っ
く
り
そ
の
ま
ま
純
金
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
純
金
以
外
の
物
質
も
混
在
し
て
い
る
と
い
う
考
え
が

前
提
と
な

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、

一
切
衆
生
か
ら
自
侍
と
意
慮
と
い
う
我
見
を
取
り
除
く
と
慧
命
法
身
が
現
わ
れ

出

る
と
い
う
考
え
の
底

に
は
、

一
切
衆
生

の
身
中
に
慧
命
法
身
が
含
ま
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、

一
切
衆
生
が
そ

の
ま
ま
で
慧
命
法
身

だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
我
見
と
い
う
不
純
物
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
了
解
が
前
提
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で

一
切
衆
生

が
そ
の
名
で
呼
ぼ
れ
る
の
は
、
他
で
も
な
い
、
自
侍
や
意
慮
な
ど

の
我
見
が
あ
る
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

一
切
衆
生
の

身
内
に
含
ま
れ
る
慧
命
法
身
が
顕
現
す
る
た
め
に
は
、
と
に
も
か
く
に
も
我
見
が
す

っ
か
り
取
り
除
か
れ
る
こ
と
が

必
要
だ
と
す
る
と
、

一
切
衆
生
た
る
も
の
、

一
切
衆
生
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
い
限
り
、
身
中
に
在
る
慧
命
法
身
は
顕
現
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
。
言
葉
を
換

え

て
言
え
ば
、
そ
の
身
中
に
慧
命
法
身
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
お
い
て
、

一
切
衆
生
の
存
在
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま

た
、

一
切
衆
生
を
特
徴
づ
け
る
我
見
の
存
在
が
慧
命
法
身

の
宛
然
た
る
顕
現
を
碍
げ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、

一
切
衆
生
の
存
在
は
否
定

さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
肯
定
的
で
あ
る
と
と
も
に
否
定
的
で
も
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
在
り
方

に
あ
る
の
が

一
切
衆
生
と
い
う
存
在
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で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
矛
盾
的
存
在
で
あ
る

一
切
衆
生
が
、
十
重
二
十
重
に
己
れ
を
と
り
囲
む
障
碍
を
何
ら
か
の
手
だ

て
を
講
じ
て
と
り

払
い
、
身
中
の
慧
命
法
身
を
顕
現
す
る
と
い
う
の
が
、
迷
惑
か
ら
悟
解

へ
と
至
る
道
程
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
漸
頓
さ
ま
ざ
ま
な
移

り
ゆ
き
が
予
想
さ
れ
、
修
道
作
仏
と
い
う
事
態
が
考
え
ら
れ
る
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
と
は
必
ず
し
も
単
純

で
は
な
い
。
そ
も

そ
も

「解
」
と
い
い

「悟
」
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
如
何
な
る
も
の
か
ら
も
解
き
放
た
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に

「
縛
」

と
い
い

「迷
」
と
い
う

の
は
、
何
ら
か
の
も
の
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
自
侍
と
意
慮
と
を
慧
命

法
身

の
顕
現
を
妨
げ
る
障
碍
と
心
得
て
、
こ
れ
を
排
除
し
て
慧
命
法
身
の
顕
現
を
図
る
べ
く
修
道
作
仏

に
専
心
す
る
こ
と
と

「
解
」
「縛
」

と
が

ど
う
関
わ

っ
て
く
る
の
か
が
改
め
て
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
目
的
を
成
就
す
る
に
あ
た

っ
て
漸
頓
遅
速
の
違
い
が

あ
る
と
は
い
え
、
往
古
来
今
、
千
賢
万
聖
が
辿

っ
て
き
た
道
は
、
す
べ
て
皆
な

「縛
」
か
ら

「
解
」
を
目
指
す
修
道
作
仏

の
歩
み
で
あ

っ

た
と
す
れ
ば
、

「縛
」
と

「解
」
、
「
衆
生
」
と

「諸
仏
」、
「
凡
」
と

「
聖
」
な
ど
の
区
別
を
立
て
て
実
践
修
道
し
て
目
的
地
に
到
達
し
よ

う
と
す
る
の
は
至
極
当
然

の
こ
と
で
あ
り
、
何
ら
の
不
思
議
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
果
た
し
て
仏
に
作
る
べ
く
道
を
修
め
る
こ
と
で
仏

に
作
る
と
い
う
目
的
が
成
就
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
諸
仏
の
歩
い
た
道
は
果
た
し
て
こ
の
道
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
道
を
修
め
る
こ
と
で
仏

と
作

る
と
い
う
誰
の
目
に
も
明
白
と
思
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
根
本
か
ら
問
わ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
縛
と
解
と
を
区
別
し
、

縛
か
ら
解

へ
と
至
る
方
法
を
提
示
し
、

到
達
す
べ
き
目
標
と
し
て
の
仏
を
措
定
す
る
こ
と
は
、

と
て
も

「解
」
と
は
い
え
ず
、

む
し
ろ

「縛
」

な
の
で
は
な
い
か
。
修
道
作
仏
は
病
を
愈
や
す
ど
こ
ろ
か
病
を

一
層
重
く
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
次
々
と
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。

さ
て
衆
生
の
衆
生
た
る
所
以
は
、
自
侍
や
意
慮
な
ど
の
我
見
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
、
と
は
先
き
に
見
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
こ

と
は
別
に
、
貧
瞑
凝
の
三
毒
が
あ
る
か
ら
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
三
毒

の
有
無
が
衆
生
と
仏
と
を
分
け
る
の
で
あ

る
。
迷
惑
の
深
淵
に
沈
倫
し
て
い
る
衆
生
か
ら
三
毒
が
消
滅
す
る
と
き
、
衆
生
は
清
涼
の
池
に
浴
す
る
諸
仏
に
己
れ
が
姿
を
変
え
て
い
る

の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
し
か
し
、
衆
生
か
ら
三
毒
が
消
滅
し
去
る
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
事
態
を
指
し
て
言
う
の
で
あ

ろ
う

か
。

「
除

一
切
衆
生
修
道
作
仏
病
品
第
八
」
で
は
、
三
毒
の
生
起
と
消
滅
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
る
。
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心
は
是
れ
負
の
根
な
り
。
意
は
是
れ
瞑

の
本
な
り
。
縁
動
分
別
は
是
れ
其
れ
療
な
り
。

心
滅
び
意
亡
び
縁
動
倶
に
寂
ま
る
、
毒
根
を
抜
く
と
名
つ
く
。

(大
正
八
五
、
一も。刈
一げ
)

「心
」
と
い
い

「意
」
と
い
い

「
縁
動
分
別
」
と
い
い
、
い
ず
れ
も

「
こ
こ
ろ
」

の
作
用
を
指
す
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
が
如
何

な
る
も
の
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
対
象

に
向
か

っ
て

「
こ
こ
ろ
」
が
作
用
す
る
こ
と
、
こ
れ
が

「貧
」
「
瞑
」
「凝
」

の
三
毒

の
根
本
な
の
で

あ
る
。
従

っ
て
、
そ
の
対
象
が

「
邪
」
や

「
非
」
や

「悪
」
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く

「
正
」
や

「
是
」
や

「善
」
で
あ

っ
た
と
し
て

も
、
と
に
か
く
対
象
を
措
定
し
て
そ
れ

へ
と

「
こ
こ
ろ
」
が
作
用
を
起
こ
す
こ
と
は
、
貧
瞑
凝
の
三
毒
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く

是
非
を
分
か
ち
正
邪
を
立
て
善
悪
を
問
う
こ
と
が
、

つ
ま
り
は
三
毒
に
他
な
ら
な
い
と
す
れ
ぽ
、
こ
の
三
毒
を
根
底

の
と
こ
ろ
で
取
り
払

わ

ぬ
ま
ま
で
、
悪
を
捨
て
て
善
を
択
ん
だ
と
囎
い
て
み
て
も
、
三
毒
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
事
態
は

一
向

に
好
転

し
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
悪
を
去

っ
て
善

へ
向
か
う
べ
く

「
こ
こ
ろ
」
を
作
用
さ
せ
れ
ぽ
さ
せ
る
ほ
ど
、
逆
に
三
毒
の
害

は
増

大
し
深
刻
に
な
る
ば

か
り
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
言

っ
て
修
道
作
仏
と
は
、
凡
と
聖
と
を
分
別
し
、
凡
を
去

っ
て
聖
に
就
く
べ
く
、
正
道
を
修
め
非
道
を
避
け
、

作
仏
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
の
こ
と
が

「
心
」
「意
」
「
縁
動
」
で
あ
り
貧
瞑
擬

の

「
三
毒
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
す
れ
ぽ
、
修
道
作
仏
の
道
を
歩
も
う
と
す
る
限
り
、
永
久

に
目
的
は
成
就
さ
れ
ず
、
反

っ
て
三
毒
我
見

の
深
淵

に
沈
倫
し
て

い
く
だ
け
で
あ
ろ
う
。

貧
瞑
療
あ
る
が
故
な
り
。
仏
を
貧
る
は

一
毒
な
り
、
悪
を
僧
む
は
二
毒
な
り
、
悪
と
仏
と
は
体
は

一
に
し
て
名

の
異
な
る
を
識
ら
ざ

る
は
、
名
づ
け
て
三
毒
と
為
す
。
云
何
ん
が
名
づ
け
て
真
行
と
為
さ
ん
や
。

(大
正
八
五
、
お
刈
一〇)

道
を
修
め
て
仏
と
作
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
三
毒
で
あ
り
病
気
で
あ
る
と
気
が

つ
き
、
無
用
有
害
な
る
修
道
作
仏

の

念

な
ど
毫
末
も
起
こ
さ
な
け
れ
ば
、
三
毒
我
見
は

一
瞬
の
間
に
消
滅
し
去
り
、
不
治
に
見
え
た
病
気
も
即
座
に
快
愈
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
衆
生
が
実
は
諸
仏
で
あ
り
、
諸
仏
が
衆
生
に
他
な
ら
ず
、
因
と
言
い
果
と
言
い
、
出
と
言
い
入
と
言

っ
て
も
、
実
は
同
体
異
名
で
あ

り
、

一
即

一
切
、

一
切
即

一
で
あ

っ
て
、
本
来
は
い
か
な
る
相
違
も
存
在
し
な
い
の
だ
と
気
が

つ
く
時
、
そ
れ
で

一
切
は
解
決
す
る
の
で
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あ
る
。
三
途
の
苦
に
背
を
向
け
て
仏
果

の
楽
に
帰
す
る
べ
く
、
悪
を
断
ち
善

に
従
う
の
は
、
逆
に
三
途
に
転
落
し
て
万
端

の
苦
を
受
け
る

結
果
を
招
く
だ
け
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
迷
縛
か
ら
悟
解

へ
の
転
換
は
、
修
道
作
仏
を
心
に
誓
い
実
践
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
あ

ら
ゆ

る
心
意
縁
動
が
止
む
こ
と
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何

一
つ
思
わ
ず
何

一
つ
行
な
わ
な
い
と
こ
ろ
に
、
諸
仏

の
境
涯
が
宛

然
と
顕
現
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
迷
縛
か
ら
悟
解

へ
の
転
換
を
も
た
ら
す
行
為
を
名
付
け
て
真
実
の
行
為
と
称
す
る
な
ら
ば
、
真
実
の
行

為
と

は
、
ま
さ
し
く
何

一
つ
思
わ
ず
何

一
つ
行
な
わ
な
い
ふ
る
ま
い
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
三
塗
の
境
涯
を
顕
現
さ
せ
る
誤
ま

っ
た
行

為
と
諸
仏
の
境
涯
を
顕
現
さ
せ
る
正
し
い
行
為
と
を
対
比
し
て
、
経
典

は
次

の
よ
う
に
云
う
、

真
の
行
は
行
な
う
こ
と
無
し
。
行
な
う
こ
と
無
き
も
行
な
は
ざ
る
こ
と
無
し
。
…
…
道
を
修
め
期
を
要
め
、
悪
を
断
ち
善
に
従
い
、

三
塗
の
苦
に
背
き
仏
果
の
楽
に
帰
す
、
此
く
の
如
き
の
徒
は
名
づ
け
て
修
道
作
仏

の
病
と
為
す
。

(大
正
八
五
、
一q。Σ
6
)

ま
た
、
心
意
縁
動
に
よ

っ
て
十
重
二
十
重
の
迷
妄
差
別
世
界
が
作
り
出
さ
れ
る
も
の
の
、
も
し
、
あ
ら
ゆ
る
心
意
縁
動
が
消
滅
す
る
な

ら
ば
、

一
転
し
て
凡
も
仏
も
姿
を
消
し
、
性
も
相
も
融
解
し
て
し
ま
う
無
差
別
平
等
の
世
界
が
姿
な
き
姿
を
顕
現
し
、
凡
仏
両
融

.
性
相

一
如

に
お
い
て
慧
命
法
身
が
宛
然
顕
現
す
る
有
様
を
、
経
典
は
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

四
方
の
所
有
る
丘
櫨
塚
堤
、
山
陵
堆
埠
は
、
皆
な
微
塵
と
作
る
。

一
一
の
塵
中
に
各
お
の
化
仏
あ
り
て
、
異
口
同
音
、
偶
を
説
き
て

言
は
く
、
塵
と
同
に
物
に
随
い
て
転
ず
、
事
用
に
常
に
惑
は
ず
、
神
を
寧
ら
か
に
し
て
是
非
を
混
ぽ
す
、
現
に
安
楽
国
に
居
る
、
と
。

(大
正
八
五
、
一も。
刈トっ9
)

有
情
で
あ
れ
無
情
で
あ
れ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
自
他
を
隔
て
て
い
た
垣
根
を
と
り
払
わ
れ
て
微
塵
と
化
し
、
そ
の
無
差
別
平

等

の
微
塵
に
お
い
て
諸
仏
の
実
在
と
説
法
と
を
体
現
す
る
と
説
く
の
は
、
ま
さ
し
く
無
情
仏
性
、
無
情
成
仏
、
無
情
説
法
の
思
想
を
表
明

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

巴
一
塵
中
す
べ
て
に
仏
が
存
在
し
説
法
す
る
こ
と
を
縷
説
す
る

『華
厳
経
』

の
思
想
や
、
無
所
得
正
観
な
る
観
心

(
5
)

に
お
い
て
無
情
成
仏
を
主
張
し
た
吉
蔵

の
三
論
学
と
の
関
連
も
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
相
対
分
別
を

完
全

に
忘
却
し
去

っ
た
と
き
に
仏
の
境
涯
が
お
の
ず
と
顕
現
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
微
塵

の

一
つ
一
つ
が
仏
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
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れ

ら
諸

仏

が

ひ
と

し

く
、

う

。

無
分
別
に
お
い
て
安
楽
国
が
現
前
す
る
、
と
唱
え
て
い
る
と
描
写
さ
れ
る
の
も
ま
こ
と
に
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ

三

解
脱
の
理
は
、
因
無
く
果
無
し

さ
て
、
た
と
い
凡
夫
の
境
涯
か
ら
諸
仏

の
境
涯

へ
入
ろ
う
と
て
道
を
修
め
る
の
だ
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
凡
と
仏
と
を
区
別
し
凡
を
捨

て
て
仏
を
求
め
よ
う
と
の
分
別
心
を
起

こ
す
こ
と
そ
れ
自
体
が
三
毒
に
犯
さ
れ
て
お
り
、
病
気
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
断
じ
、
病
か
ら
解

き
放
た
れ
る
べ
く
分
別
心
の
忘
却
を
力
説
し
た
の
が

「除

一
切
衆
生
修
道
作
仏
病
品
第
八
」
で
あ
る
が
、
同
じ
く
修
道
作
仏
と
い
う
ふ
る

ま
い
を
指
し
て
継
縛
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
解
脱
と
は
全
然
無
縁
の
も
の
だ
と
否
定
し
て
い
る
も
の
に

「
一
切
諸
法
即
相

解

脱

品

第

十
」
が
あ
る
。
解
脱
と
言

っ
て
も
様
々
の
様
態
が
あ
り
、
解
脱
が
成
就
す
る
と
言

っ
て
も
、
そ
の
原
因
と
結
果
と
は
、
所
謂
る
常
識
的
因

果
関
係
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
説
く
本
品

の
所
論
は
、
本
経

の
解
脱
観
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
窺
わ
せ
て
く
れ
る
も

の
で
あ
る
。

第
八
品
で
、
修
道
作
仏
の
行
は
病
い
そ
の
も
の
で
あ
り
無
行

こ
そ
が
真
実

の
行
だ
と
主
張
し
た
本
経
の
作
者
は
、
巻
三
巻
頭
の

コ

切

賢
聖
心
海
作
紐
振
渾
合
品
第
九
」
に
お
い
て
、
四
大
五
陰

の
大
空
を
無
磯

の
力
を
持

つ
阿
梨
耶
の
龍
が
自
在
に
遊
行
す
る
と
い
う
喩
え
を

引
き
な
が
ら
、

一
切
衆
生
の
上
に
認
め
ら
れ
る
種
々
様

々
の
形
質
、
無
量
の
善
悪
行
は
、
ひ
と
し
く
心
性
か
ら
出
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ

と

を
説
き
明
か
す
。
す
な
わ
ち
、
心
が

一
切
の
も
の
で
あ
り

一
切
が
心
で
あ
り
、
従

っ
て
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
間
に
は
も
と
も
と
如

何

な
る
差
別
も
な
く
、
仮
り
に
差
別
が
認
め
ら
れ
る
と
言

っ
て
も
、
そ
れ
も
結
局
は
心

の
作
用
に
過
ぎ
ず
、
い
か
ほ
ど
の
実
体
を
も
も
た

な
い
も
の
だ
と
繰
返
し
て
説
き
明
か
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
続
く

「
一
切
諸
法
即
相
解
脱
品
第
十
」
も
、
こ
れ
ら

の
所
論
を
踏
ま
え
た

論
述
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

さ
て
是
も
非
も
善
も
悪
も
忘
却
さ
れ
、
禍
も
福
も
吉
も
凶
も
消
滅
し
て
し
ま
い
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
相
が
無
分
別

に
お
い
て
混
融
す

る
と
こ
ろ
こ
そ
が
、

ま
さ
に
真
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、
「
太
極
」
で
あ
る
と
し
て
も
、

い
ま
現
在
三
毒
我
見
に
が
ん
じ
搦
め
に
な

っ
て
い
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一
切
衆
生
に
と

っ
て
、

こ
う
し
た
事
実
を
示
さ
れ
る
こ
と
は
如
何
な
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
常
に
何
か
に
対
し
て
心
を
向
け

て
い
な
け
れ
ば
落
着
く
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
衆
生
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
心
を
向
け
る
べ
き
何
ら
か
の
対
象
が
あ

れ
ば
こ
そ
、
そ
れ

へ
と
向
か

っ
て
努
力
し
向
上
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
心
を
善

へ
と
向
け
な
け
れ
ぽ
悪
を
息
め
る
こ
と
が
で
き

(
6
)

ず
、
悪
を
息
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ぽ
真
実
に
帰
入
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
従

っ
て

「
太
極
」
が
顕
現
す
る
こ
と
も
無
い
の
で
は
な
い

か
。

一
切
が
混
融
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
教
え
る
と
か
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
成
り
立

つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る

ほ
ど
貧
瞑
療
は
三
毒
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
何
ら
か
の
目
標

へ
と
向
か
う
心
の
作
用
、
す
な
わ
ち

「貧
り
」
が
な
け
れ
ば
、

教
え
を
説
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
状
を
不
可
と
し
、
不
可
な
る
現
状
か
ら
離
脱
せ
し
め
よ
う
と
、
望
ま
し

か
る
べ
き
何
ら
か

の
目
標
が
立
て
ら
れ
た
と
き
、
現
状
を
捨
て
て
目
標
に
向
か
お
う
と
す
る
貧
り
の
心
が
、
衆
生
の
中
に
起

こ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
心
に
訴
え

る
も

の
と
し
て
の
教
え
と
い
う
も
の
が
意
味
を
も

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
い
三
毒
の

一
つ
で
あ
れ
貧
り
と
い
う
こ
と
を
頭
か
ら

否
定
し
て
し
ま
う
の
は
、
凡
か
ら
仏

へ
の
転
換
、
迷
か
ら
悟

へ
の
転
換
の
契
機
を
己
が
手
で
排
除
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
。
擬

は
と

も
か
く
と
し
て
も
、
瞑

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
現
状
を
不
可
と
し
て
離
脱
す
る
と
は
、
ま
さ
し
く
瞑
と
い
う
べ
く
、
こ
れ
は

目
標

へ
と
向
か
う
負
と
裏
表

の
関
係

に
あ
る
。
貧
る
と
か
瞑
る
と
い
う
心
の
作
用
が
な
い
と
こ
ろ
、
現
状
に
安
住
し
て
し
ま
い
、
向
上
な

ど
は
寸
毫
も
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
か
に
も
当
然
の
疑
問
で
あ
ろ
う
。

既

に
第
八
品
に
お
い
て
解
決
済
み
の
疑
問
で
あ
る
筈
だ
が
、
視
角
を
変
え
語
句
を
新
た
に
繰
返
し
て
提
出
さ
れ
て
く
る
の
は
、
因
果
応

報

の
道
理
を
確
信
し
修
道
作
仏
を
正
道
と
心
得
る
感
情
が
根
強
く
人
心
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

人
情

に
違
背
せ
ず
、
人
情
に
随
順
し
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
迷
縛
を
離
れ
て
真
実
な
る
太
極
を
顕
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
第
十
品
は
、
こ
う
し
た
疑
問
を
ま
ず
か
か
げ
、
こ
れ
に
答
え
る
形
で
所
論
を
展
開
し
て
い
く
。

貧
な
る
者
は
情
を
以

っ
て
体
と
為
す
。
情
な
る
者
は
貧
を
以

っ
て
本
と
為
す
。
情
の
起
こ
る
こ
と
有
る
に
由
り
て
、
即
ち
違
順
有
り
。

違
順
既
に
興
ら
ぽ
、
虚
妄
に
随
い
て
流
る
。
是
の
故
に
情
に
順
う
を
善
と
称
し
、
情
に
違
う
を
悪
と
称
す
。
若
し
情
既
に
息
め
ぽ
、
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貧
も
亦
た
随
い
て
亡
ぶ
。
情
と
貧
と
既
に
無
け
れ
ぽ
、
善
悪
自
か
ら
謝
る
。
是
を
以

っ
て
知
る
を
得
た
り
、
善

を
貧
り
悪
を
棄

つ
る

は
是
れ
継
縛
の
業
に
し
て
、
本
よ
り
解
脱
に
非
ず
。
と
、

(大
正
八
五
、
一q。お
げ
)

提
起
さ
れ
た
疑
問
が
異
口
同
音
で
あ
る
以
上
、
用
意
さ
れ
る
回
答
も
千
篇

一
律
で
あ
る
。
感
情
の
起
こ
る
と
こ
ろ
、
違
と
順
と
が
生
ま

れ
、
違
え
ば
悪
と
さ
れ
順
え
ば
善
と
な
り
、
善
を
貧

っ
て
悪
を
棄
て
る
と
い
う
の
が
、
人
情
と
い
う
も
の
の
し
く
み

で
あ
る
と
す
れ
ば
、

要
す
る
に
、
人
情
の
起
こ
る
と
こ
ろ
か
ら

一
切
の
継
縛
が
始
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
て
み
れ
ぽ
、
善
悪
の
次
元

で
貧
る
と
か
棄
て
る

と
か
を
問
題
に
す
る
限
り
、
い
つ
ま
で
も
継
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
貧
り
を
前
提
と
し
て
は
解
脱
を
成
就
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
目
指
す
目
標
を
求
め
ず
に
は
お
か
ぬ
の
が
人
情
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

こ
の
人
情

に
即
し
て

仮

り
に
で
あ
れ
教
え
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
真

の
行
と
は
無
行
の
行
で
あ
る
と
説
か
れ
た

「
除

一
切
衆
生

修
道
作
仏
病
品
第
八
」
と
方
向
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

此
の
情
貧

の
中
に
拠
り
て
其

の
与
奪
を
立
て
、
四
種
解
脱
を
顕
わ
す
。
何
者
を
四
と
為
す
や
。

一
は
無
願
解
脱
な
り
。
二
は
無
作
解

脱
な
り
、
三
は
無
想
解
脱
な
り
。
四
は
無
学
解
脱
な
り
。

(大
正
八
五
、
一。。認
σ
)

継
縛
を
去

っ
て
解
脱
を
求
め
よ
う
と
の
貧
り
の
心
を
抱
く
人
に
対
し
て
、
そ
の
貧
り
の
心
に
順
い
な
が
ら
、
な
お

一
切
混
融
を
本
質
と

す

る
解
脱
を
説
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
、
解
脱
を
願
う
こ
と
の
な
い
解
脱
、
解
脱
を
成
就
し
よ
う
と
は
せ
ぬ
解
脱
、
解
脱
を

想
う
こ
と
の
な
い
解
脱
、
解
脱
を
学
ぶ
こ
と
の
な
い
解
脱
と
い
う
形
で
提
示
す
る
他
は
な
い
。
「
願
い
」
「
作
し
」
「
想

い
」
「
学
ぶ
」
対
象

と
し
て
解
脱
が
立
て
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
真
の
解
脱
で
は
な
い
。
だ
が
他
の
在
り
方
と
は
ま
る
で
異
な

っ
た
解
脱
な
ど
と
い
う
境
涯
は

も
と
も
と
無
い
の
だ
と
し
て
、
絶
対
無
分
別
に
お
け
る

一
切
混
融
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
何
か
を
求
め
て
や
ま
ぬ

一
切
衆
生
を
継
縛
か

ら
解
脱

へ
と
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
求
め
て
や
ま
ぬ
心
に
対
し
て
は
、
本
来
無
い
も
の
を
有
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
願
う
こ
と
無
く
作
す
こ
と
無
く
想
ふ
こ
と
無
く
学
ぶ
こ
と
無
き
解
脱
こ
そ
、
真
の
解
脱
な
り
と
し
て
、
四
種

の

解
脱
が
提
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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一
切
衆
生
の
感
情
に
即
応
し
て
解
脱
と
い
う
こ
と
を
説
こ
う
と
す
れ
ば
、
是
非
混
喪
、

一
切
混
融
を
直
下
に
明
示
す

る
の
で
は
な
く
、

四
種

の
解
脱
と
い
う
形
で
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
の
大
筋
は
以
上
の
説
明
で
尽
く
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ

る
。
だ
が
そ
の
細

か
な
説
明
と
な
る
と
、
や
や
不
十
分
の
憾
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
四
種
の
解
脱
の
一
一
に
つ
い
て
、

や
や
立
入

っ
て
そ

の
所
論
を
窺
う
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
四
種

の
解
脱
の
第

一
、
無
願
解
脱
で
あ
る
が
、
解
脱

へ
の
願
い
を
抱
く
こ
と
が
輪
廻
転
生
を
招
来
し
、
解
脱

へ
の
願
い
を
抱
か
ぬ

こ
と
が
解
脱
を
成
就
す
る
と
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
願
い
を
も

つ
と
は
心
に
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
願
い
を
満
た
そ
う
と
心
に
求
め
る
の

だ
が
、
そ
も
そ
も
願
い
を
満
た
そ
う
と
す
る
こ
と
が
妄
想
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、
妄
想
が
も
と
に
な

っ
て
満
足
を
望
む

こ
と
が
願
い
で
あ

っ
て
、
こ
の
満
足
し
よ
う
と
の
願
い
が
継
縛
と
な

っ
て
衆
生

の
再
生
を
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
妄
想

の
生
起
か
ら
継
縛

の
発
生
、
そ
し
て

再
生

の
招
来

へ
と
至
る
過
程
は
、
妄
が
妄
を
集
め
て
更
に
妄
を
継
ぎ
、
次
次
と
継
受
し
て
い

っ
て
停
止
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
過
程

で
あ
り
、

す
べ
て
は
妄
想
継
縛
の
連
鎖
の
中
に
あ
る
。

こ
れ
を
解
脱
で
は
な
い
と
言
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
真
の
解
脱
は
、

一
切
の
願
い
の
無
い

と
こ
ろ
何
ら
の
累
も
無
く
、
何
ら
の
累
も
無
い
と
こ
ろ
寸
毫
の
妄
も
無
く
、
累
も
妄
も
融
解
し
満
不
満
や
称
不
称
の
ま
る
で
無
い
と
こ
ろ

に
始

め
て
宛
然
と
顕
現
す
る
の
だ
、
と
言
う
他
は
な
い
。
解
脱
の
要
件
は
ま
ず
無
願
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

願
望
の
有
無
と
い
う
観
点
か
ら
解
脱
を
説
く
も
の
が
無
願
解
脱
な
ら
、
行
為
の
有
無

の
観
点
か
ら
解
脱
を
説
く
の
が
無
作
解
脱
で
あ
る
。

無
作
と
は

一
切
の
こ
と
が
ら
を
作
さ
ぬ
こ
と
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
何
か
を
為
せ
ば
何
ら
か
の
利
益
や
功
徳
が

生
ま
れ
、
そ
れ
ら

の
利
益
や
功
徳
に
よ

っ
て
束
縛
さ
れ
る
事
態
が
不
可
避
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
事
態
が
生
ま
れ
ず
解
脱
が
実
現
さ
れ
る
に
は
、
利
益

や
功
徳
を
生
み
出
す
そ
も
そ
も
の
元
と
な

っ
た

一
切
の
行
為
を
無
く
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
無
作
で
あ
り
無
為
で
あ

れ
ぽ
利
益
や
功
徳

は
生
ま
れ
ず
、
利
益
や
功
徳
に
よ

っ
て
束
縛
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
束
縛
の
ま
る
で
な
い
と
こ
ろ
は
解
脱
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
無
作
解

脱
と
名
づ
け
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

願
望
を
抱
か
ず
、
作
為
を
せ
ず
、
更
に
想
起
す
る
こ
と
の
無
い
状
態
、
こ
れ
が
解
脱
を
成
就
す
る
要
件
で
あ
る
。
些

か
な
り
と
も
想
念
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が
動
く
と
き
、
外
境
が
そ
れ
に
伴

っ
て
現
わ
れ
、
外
な
る
縁
に
よ
っ
て
想
念
が
牽
引
さ
れ
る
と
き
、
継
縛
の
事
態
が
生
ま
れ
、
輪
廻
転
生

を
結
果
す
る
。
と
な
れ
ぽ
無
想
無
念
に
よ

っ
て
外
境

へ
の
想
念

の
牽
引
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
に
し
、
継
縛
の
事
態
が
生
ま
れ
ぬ
よ
う
に
す
れ

ば
、
そ
こ
に
自
ず
か
ら
解
脱
が
顕
現
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
四
種

の
解
脱

の
う
ち
残
る

一
つ
は
無
学
解
脱
で
あ
る
。
学
ぶ
と
は
是
非
得
失
の
心
や
分
別
好
悪
の
意
、
さ
ら
に
は
貢
高
自
侍
の
見

を
根
底
に
し
て
お
り
、
学
ぶ
こ
と
は
心
慮
を
労
役
し
我
見
を
増
長
し
継
縛
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ぽ
学
ぶ
こ
と
を
無
く
す
以

外

に
継
縛
を
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
無
学
解
脱
が
説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
。

無
願
と
言
い
、
無
作
と
言
い
、
無
想
と
言
い
、
無
学
と
言
う
も
、
要
す
る
に
真
行
は
無
行
だ
と
説
い
た
第
八
品
の
立
場
を
、
衆
生
の
心

の
そ
れ
ぞ
れ
が
願
や
作
や
想
や
学
に
偏

っ
て
い
る
の
に
応
じ
て
、
仮
り
に
四
種
に
開
い
て
再
確
認
し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
も
と
も
と

四
種
の
継
縛
な
ど
実
体

の
無
い
も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
四
種
解
脱
と
言

っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
ん
な
も
の
は
ど
こ
に
も
あ
り
は
し
な
い
。

あ
く
ま
で
も
、
本
来
無
き
も
の
を
有
り
と
す
る
衆
生
の
継
縛
に
即
し
て
仮
り
に
教
え
と
し
て
示
さ
れ
た
の
が
四
種
の
解
脱
な
の
で
あ
る
。

本
品
に
お
け
る
対
告
衆
で
あ
る
天
真
菩
薩
に
開
示
さ
れ
る
仏
の
言
葉
は
、
こ
れ
を
明
言
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

一
切
衆
生
、
心
性
は
是
れ

一
な
る
に
、
而
も
四
解
脱
を
説
け
る
は
、
良

に
群
生

の
継
結

の
興
こ
る
こ
と
四
有
る

に
過
ぎ
ざ
る
に
由
る
。

是
を
以

っ
て
且
く
継
結
に
拠
り
て
四
解
脱
を
説
く
も
、
理
と
し
て
之
れ
を
言
え
ば
、
四
継
既
に
没
す
れ
ば

一
す
ら
な
お
無
き
が
ご
と

し
、
何
ん
ぞ
四
有
る
容
け
ん
や
。
但
だ
四
を
以

っ
て
継
を
収
む
れ
ば
、
収
む
る
こ
と
無
尽
の
故
に
、
且
く
四
名
を
挙
げ
て
其
の
義
属

を
標
さ
ん
と
す
、
然
る
所
以
の
者
は
、
体
混
び
相
没
べ
ば
解
も
亦
た
解
無
し
、
安
ん
ぞ
脱
有
る
を
得
ん
や
。
此
を
以

っ
て
之
を
類
す

れ
ば
、
悪
を
捨
て
て
善
に
従
い
道
を
修
め
て
仏
と
作
ら
ん
と
す
る
は
、
皆
な
是
れ
継
縛
な
り
。
善
も
作
仏
も
猶

お
是
れ
継
縛
な
り
、

況
ん
や
復
た
誕
に
諸
非
を
縦

に
す
る
は
、
寧
ん
ぞ
継
縛
に
非
ず
や
。
故

に
知
る
、
継
縛
と
は
是
れ
封
な
り
。
善

に
封
ら
わ
れ
悪
に
封

ら
わ
る
れ
ば
、
封
結
び
て
生
を
招
く
を
以

っ
て
、
故
に
解
脱
に
非
ず
、
と
。

(大
正
八
五
、
お
蕊
6)

さ
て
善
で
あ
れ
悪
で
あ
れ
、
と
に
か
く
何
ん
ら
か
の
も
の
を
立
て
て
そ
れ
に
封
ら
わ
れ
る
こ
と
が
継
縛
で
あ
り
、
い
か
な
る
も
の
に
も
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封
ら
わ
れ
な
い
こ
と
が
解
脱
で
あ
る
と
な
る
と
、
こ
う
し
た
解
脱
を
成
就
す
る
に
は
、
何
を
原
因
と
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、

成
就

さ
れ
た
解
脱
と
は
ど
の
よ
う
な
結
果
な
の
か
、
こ
と
さ
ら
に
問
題
に
す
る
ま
で
も
な
く
、
既
に
明
瞭
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
が
、
と

に
か
く
、
第
十
品
に
述
べ
る
と
こ
ろ
を

一
瞥
し
て
お
こ
う
。

一
体
、
何
が
解
脱
を
成
就
す
る
原
因
で
あ
り
、

一
体
ど
の
よ
う
な
事
態
が
解

脱
の
結
果
な
の
か
、
と
問
う
の
に
答
え
る
形
で
仏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
ま
ず
因

に
つ
い
て
は
、

心
有
り
て
善
を
修
む
る
を
、
天
人
の
因
と
名
つ
く
。
心
に
是
非
楽
行
悪
行
を
存
す
る
は
、
是
れ
三
塗
の
因
な
り
。
善
悪
隻

つ
な
が
ら

混
び
、
体
の
大
寂
に
融
く
る
を
、
名
づ
け
て
仏
因
と
為
す
。
亦
た
解
脱

の
因
と
名
つ
く
。
設
り
に
名
づ
け
て
こ
れ
を
仏
因
と
名
つ
く

る
も
、
如
実
に
仏
因
な
れ
ば
名
目
す
可
か
ら
ず
。
何
を
以

っ
て
の
故
に
。
仏
因
な
る
者
は
因

の
因
る
可
き
無
し
。
因
有
る
の
因
は
因

果
相
待
す
。
相
待
の
因
は
名
づ
け
て
継
縛
の
因
と
為
す
。
解
脱
の
因
に
非
ず
。

と
示

し
、
次
い
で
果
に
つ
い
て
、

解
脱

の
果
と
は
、
金
剛
心
謝
大
明
種
智
、
以

っ
て
解
脱

の
果
と
為
す
。
理
と
し
て
之
れ
を
言

へ
ば
、
解
脱

の
理
は
、
因
無
く
果
無
け

れ
ば
、
果
無
き
の
果
を
、
解
脱
の
果
と
名
つ
く
。

(大
正
八
五
、
一も。
溝
9)

と
示
す
。

一
切

の
原
因
を
作
ら
ず
絶
対
無
分
別
な
る
大
寂
に
融
解
す
る
こ
と
、
強
い
て
解
脱
の
因
を
求

め
る
な
ら
ば
、

こ
う
と
し
か
言
い

よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
あ
ら
ゆ
る
原
因
が
無
き
と
こ
ろ
に
い
か
な
る
結
果
も
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
、
因
果

の
連
鎖
が
ま

っ
た
く
断

ち
切
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
結
果
無
き
果
と
し
て
の
絶
対
無
分
別
、
す
な
わ
ち

「大
寂
」
が
顕
現
す
る
。
こ
れ
を
強
い
て
解
脱

の
果
と
呼
ん
で

は
み
る
も
の
の
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
仮
り
に
名
づ
け
た
場
合
の
こ
と
で
、
ま
る
で
何
も
無
き
も
の
に
名
づ
け
よ
う
な
ど

な
い
と
言
う
べ
き

な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
経
典
作
者
は
仏
の
示
教
に
接
し
た
無
量
の
大
衆
が
、
解
脱
と
は
、
不
起
を
因
と
し
無
得
を
果
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
真
際

に
同
じ
く
法
性
に
等
し
い
と
冥
会
し
た
、
と
本
品
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
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四

む
す
び
に
か
え
て

品
題
を
欠
い
た
第
五
品
の
中
に
次
の

一
文
が
あ
る
。

順
い
て
逆
ら
う
こ
と
無
き
を
、
名
づ
け
て
体
解
と
為
す
。
体
解
し
て
縛
さ
る
る
無
く
ん
ぽ
、
自
性
に
随
い
て
流
る
。
自
性
に
随
い
て

流
る
る
が
故
に
、

一
切
身
相
、
負
欲
志
凝
は
皆
な
解
脱
の
用
な
り
。

(大
正
八
五
、
お
①⑩
騨σ
)

継
縛
か
ら
す

っ
か
り
解
放
さ
れ
た
と
き
、
衆
生
は
そ
の
在
る
が
ま
ま
に
お
い
て
解
脱
を
体
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ

ろ
う
。
ま
た

「顕

一
切
衆
生
身
内
有
仏
父
母
品
第
六
」
に
は
、

一
切
衆
生
の
身
内

に
は
仏
父
母
が
居
り
、
こ
の
仏
父
母
か
ら
応
仏
や
縁
仏

や
報
仏
が
生
ま
れ
る
、
と
言
わ
れ
る
。
ま
た

「対
治
服
薬
治
病
品
第
七
」

に
は
、

一
切
衆
生

の
身
内
に
は
慧
命
法
身
仏
性
真
金
が
あ
る
こ

と
を
言
う
。
更
に
、
上
に
論
及
し
て
き
た
第
八
、
第
九
、
第
十
の
三
品
を
飛
ば
し
て
、

「
即
相
無
相
万
物
不
遷
事
用
究
寛
品
第
十

一
」

に

目
を
転
じ
る
と
、
そ
こ
に
は
、

一
切
衆
生
の
身
体
こ
そ
が
無
辺
の
経
巻
で
あ
る
こ
と
、

一
切
衆
生

の
心
性
天
真
こ
そ
が
無
辺
の
法
蔵
で
あ

る

こ
と
が
説
か
れ
て
お
り
、
続
く

「
願

一
切
衆
生
身
与
法

一
如
無
二
品
第
十
二
」
に
は
、
衆
生
と
法
と
は

一
如
に
し
て
無
二
で
あ
り
、
煩

悩
と
性
と
は
天
真

に
し
て
殊
な
ら
ず
、
従

っ
て
、
煩
悩
を
断
じ
て
道
を
修
め
ん
と
す
る
こ
と
は
、
仏
を
殺
そ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
苦

し

み
以
外
の
何
物
で
も
な
い
、
と
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下

「
対

一
切
衆
生
弁
邪
正
品
第
十
三
」
で
は
、
世
に
行
な
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
教
え
に
対
し
て
、
善
悪
、
真
偽
、
邪
正
、
内
外
、
表
裏

な
ど
、

一
切
の
分
別
を
加
え
ぬ
こ
と
が
醒
悟
で
あ
る
、
と
強
調
さ
れ
、

「弁

一
切
衆
生
聞
経
起
信
皆
是
宿
基
品
第
十

四
」
で
は
、

一
切
混

融

の
教
え
に
対
す
る
信
殿
両
様

の
態
度
が
ま
さ
に
宿
縁
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

「校
量
功
徳
品
第
十
五
」
で
は
、
本
経

の
教
・兄
を
奉
持

す

る
こ
と
の
功
徳
を
宣
明
し
、

「流
通
品
第
十
六
」
で
は
、
本
経
の
流
通
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
巻
四
に
収
め
ら
れ
た
第
十
三
、
十
四
、

十

五
、
十
六
の
四
品
は
、
全
十
六
品

の
中
で
は
流
通
分
的
位
置
を
占
め
て
お
り
、
経
典

の
中
枢
の
役
割
を
担

っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
に

入
れ
る
と
、
要
す
る
に
、
本
経
の
核
心
は
、
現
存
す
る
第
五
品
か
ら
第
十
二
品
ま
で
の
八
品
で
あ
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
語
反
復
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の
感
が
あ
り
些
さ
か
気
が
餐
め
る
が
、
敢
え
て
繰
返
す
な
ら
ば
、
本
経
の
主
題
は
以
下

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

一
切
衆

生
の
身
内
に
は
仏
性
が
存
在
し
て
お
り
、

一
切
衆
生
を
離
れ
て
は
仏
性

の
顕
現
は
あ
り
え
な
い
。

一
切
衆
生
の
身
に
仏
性
の
顕
現
を
妨
げ

て
い
る
も
の
は
、
ま
さ
し
く
相
対
分
別
の
妄
心
で
あ
り
、
こ
れ
が
消
滅
し
て
無
分
別

の
混
融
が
体
現
さ
れ
る
と
き
仏
性
が
宛
然
と
顕
現
す

る
。
無
分
別
の
混
融
で
あ
る
か
ら
に
は
因
も
無
く
果
も
無
く
、
修
道
も
無
く
作
仏
も
無
く
、
継
縛
も
無
く
解
脱
も
無
い
。
こ
れ
こ
そ
が
無

行
の
行
で
あ
り
、
真

の
修
道
で
あ
り
作
仏
で
あ
り
解
脱
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
が
各
品
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
視
角
を

変
え
言
葉
を
換
え
て
繰
返
え
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と

こ
ろ
で

『
究
寛
大
悲
経
』
か
ら
他
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
六
朝
半
頃
に
世
に
現
わ
れ
六
朝
末
か
ら
晴
唐

に
か
け
て
か

な
り

の
広
が
り
が
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る

『浄
度
三
昧
経
』

の
中
に
、
次
の
よ
う
な
徒
輩
の
言
動
が
注
意
さ
れ
て
い
る
。

「
道
は
是
れ
我
が

心
中
、
戒
と
法
と
も
亦
た
是
れ
我
が
心
中
、
仏
も
亦
た
人
、
師
も
亦
た
人
、
我
も
亦
た
人
、
人
は
相
い
に
似
た
り
。
何

の
異
あ
る
こ
と
有

ら
ん
や
。
」
(巻
下
、

ス
タ
イ
ン
ニ
三
〇

一
)

こ
れ
ら
の
言
葉
を
囎
く
徒
輩
を
罪
人
と
断
定
し
た
上
で
、

『浄
度
三
昧
経
』

の
作
者
は
仏
を

し
て
、
救
済
に
は
我
見
の
除
去
が
前
提
と
な
る
。
我
見
を
除
か
ぬ
徒
輩
は
、
い
か
に
仏
で
も
救
済
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

人
は
自
か
ら
救
済
す
る
の
で
あ

っ
て
、
仏
が
救
済
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
の
だ
と
断
言
さ
せ
て
い
る
。
も
し
、

こ
こ
に
罪
人

と
断
定
さ
れ
て
い
る
人
々
の
あ
り
方
が
、

『浄
度
三
昧
経
』

の
作
者
の
断
定
と
は
異
な

っ
て
、
我
見
に
よ
る
の
で
は
決
し
て
な
く
、
真
に

無
執
着
、
無
分
別
の
立
場
か
ら
す
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
道
と
我
が
心
の
異
な
ら
ざ
る
を
言
い
、
法
や
戒
と
我
が
心
と
の
同
じ
き
を
言

い
、
仏
と
師
と
我
と
の
異
な
ら
ざ
る
を
説
く
彼
等
の
主
張
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

『維
摩
経
』
の
六
朝
時
代
に
お
け
る
流
行
を
ふ

ま
え
、
般
若
空
観
の
知
識
人
社
会

に
お
け
る
受
容

に
留
意
す
る
な
ら
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
思
想
を
抱
き
こ
う
し
た
言
動
を
と
る
人
々

が
出

て
き
て
い
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
『浄
度
三
昧
経
』
の
作
者
が
罪
人
と
認
定
す
る
よ
う
に
、

我
見

に
も
と
ず
く
単
な
る
妄
言
で
あ
り
妄
動

に
過
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
何
し
ろ
彼
ら
み
ず
か
ら
が
残
し
た
文
字
が
現
在
の
と
こ
ろ

見
当
ら
な
い
以
上
、
黒
白
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
言
え
、
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
に
し
て
考
え
る
と
、
階
唐

の
際
に
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、至

っ
て
、

『
究
寛
大
悲
経
』
が
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
所
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
も
、
さ
ほ
ど
無
理
な
く
了
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
こ
で
再
び
目
を
転
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。
初
期
禅
宗
の
実
態
を
窺
う
に
は
検
討
を
欠
か
せ
な
い
重
要
資
料
の
一
つ
だ
と
さ
れ
る

『
二

入
四
行
論
』
(柳
田
聖
山
氏
校
定

『達
摩

の
語
録
』
禅
の
語
録
1
)
を
播
い
て
み
よ
う
。

遅
く
と
も
七
世
紀
前
半
、

す
な
わ
ち
唐
初
に
は

世

に
姿
を
現
わ
し
て
い
た
と
見
受
け
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
中
に
次
の
よ
う
な
文
章
の
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

虚
妄
に
解
を
作
し
て
衆
生
を
教
化
し
口
に
薬
方
を
談
ず
る
も

一
病
を
も
除
か
ず
、
寂
寂
と
し
て
従
来
本
よ
り
相

を
見
る
無
し
。
何
ぞ

善
悪
と
邪
正
と
有
ら
ん
や
。
生
も
亦
た
不
生
、
滅
も
亦
た
不
滅
、
動
は
則
ち
不
動
、
定
は
則
ち
非
定
な
り
。
影

は
形

に
由
り
て
起
り
、

響
は
声
を
逐
い
て
来
た
る
。
影
を
弄
し
形
を
労
す
る
は
、
形
の
是
れ
影
な
る
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
。
声
を
揚
げ

て
響
を
止
め
ん
と
す

る
は
、
声
の
是
れ
響
の
根
な
る
を
知
ら
ざ
れ
ぽ
な
り
、
煩
悩
を
除
い
て
浬
葉
を
求
む
る
者
は
、
形
を
去
り
て
影

を
覚
む
る
に
喩
え
、

衆
生
を
離
れ
て
仏
を
求
む
る
者
は
、
声
を
黙
し
て
響
を
尋
ぬ
る
に
喩
う
。
故
に
知
る
、
迷
と
悟
と
は

一
途
に
し
て
、
愚
と
智
と
は
別

に
非
ず
。
名
無
き
処
に
強
い
て
為
に
名
を
立
て
り
。
其
の
名
に
因
り
て
即
ち
是
非
生
ず
。
理
無
き
処
に
強
い
て
為
に
理
を
作
す
。
其

の
理
に
因
り
て
即
ち
諄
論
興
こ
る
。
…
…

(柳
田
聖
山
氏
校
定

『達
摩

の
語
録
』
紹
頁
)

煩
悩
と
浬
藥
、
衆
生
と
仏
と
の
関
係
は
、
形
に
対
す
る
影
、
声
に
対
す
る
響
き

の
関
係
に
あ
り
、
形
を
除
い
て
影

を
考
え
、
声
を
除
い

て
響
き
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
煩
悩
を
除
い
て
浬
葉
を
求
め
た
り
、
衆
生
を
離
れ
て
仏
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

説
く
の
は
、
ま
さ
し
く

『究
寛
大
悲
経
』
を

一
貫
す
る
主
題
で
あ
り
、
と
り
わ
け
第
十
二
品
に
明
言
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た

『
二
入
四
行
論
』
に
は
次

の
よ
う
な

一
文
も
見
え
る
。
こ
の
文
は
、
悪
を
棄
て
て
善
に
従
い
、
修
道
作
仏
を
心
懸
る
の
は
、
継
縛

で
あ
り
三
毒
で
あ
り
我
見
で
あ
る
、
と
繰
返
し
主
張
す
る

『
究
寛
大
悲
経
』

の
基
本
的
主
張
に
ぴ
た
り
と

一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

心
に
若
し
貴
ぶ
所
有
ら
ば
、
必
ら
ず
賎
し
む
所
有
り
。
心
に
若
し
是
と
す
る
所
有
ら
ば
、
必
ら
ず
非
と
す
る
所
有
り
。
心
若
し

一
箇

の
物
を
善
し
と
せ
ぽ
、

一
切

の
物
は
即
ち
不
善
な
り
。
心
若
し

一
箇
の
物

に
親
し
め
ば
、

一
切
の
物
は
怨
家
と
作
る
。
心
は
色

に
住

せ
ず
、
非
色
に
住
せ
ず
、
住
に
住
せ
ず
、
亦
た
不
住
に
住
せ
ず
、
心
に
若
し
住
す
る
有
ら
ば
、
即
ち
縄
索
を
免
れ
ず
。
心
に
若
し
所
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の
処
有
ら
ば
、
即
ち
是
れ
繋
縛
な
り
。
心
若
し
法
を
重
ん
ず
れ
ば
、
法
は
弥
を
留
め
得
ん
。
心
若
し

一
箇
の
法
を
尊
べ
ば
、
心
に

必
ら
ず
卑
し
む
所
有
り
。
若
し
経
論
の
意
を
取
ら
ば
、
会
ず
解
す
る
を
貴
ば
ず
。
但
使
し
所
解

の
処
有
ら
ば
、
即

ち
心
に
属
す
る
所

有
り
。
心

に
属
す
る
所
有
ら
ば
、
即
ち
是
れ
繋
縛
な
り
。
…
…

(柳
田
聖
山
氏
校
定

『達
摩

の
語
録
』
8
頁
)

『
二
入
四
行
論
』

の
中
に

『究
寛
大
悲
経
』
の
主
張
と
共
通
す
る
文
章
を
見

つ
け
る
の
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
り
、
思
想
的
立
場
に
お

い
て
近
親
関
係
に
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
た
だ
、
先
き
に
掲
げ
た
伝
統
思
想
の
影
が
色
濃
い
用
語
、
た
と
え
ば
太
極
、
太

一
、
混
融

な
ど

は

『
二
入
四
行
論
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
必
ら
ず
し
も
学
派
を
同
じ
く
す
る
人
々
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、

唐
初

の
禅
思
想
の
広
が
り
と
深
ま
り
と
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の

『
究
尭
大
悲
経
』
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
修
道
作
仏
を
病
で
あ
る
と
断
じ
、

一
切
混
融
こ
そ
真
の
解
脱
だ
と
、
理
路
整
然
と
文
字
を
連
ね
て
説
き

明
か
す

『究
尭
大

悲
経
』
の
立
場
は
、
ま
さ
し
く
唐
初
禅
宗

の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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(
注
)

(
1
)

本
経

に
関
す
る
研
究

の
現
状

に

つ
い
て
は
拙
稿

「自

身
を
究
寛

す
る
は
仏
身
を
究
寛
す
る
な
り
ー

『究
寛
大
悲
経
』
失
題
第
五
品

に
つ
い
て
I

」
(東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所

『東
洋
文
化
』
第

六
十
六
号
)

に
記
す
と
お
り
で
あ
る
。

ま
た
、

テ
キ
ス
ト
を

め
ぐ

る

諸
問
題

に

つ
い
て
も
前
掲
拙

稿

の
中

で
私
見

を
提
示

し
、
ま

た
巻

二

巻

首
部
分
と
巻

三
巻
首
部
分

の
欠
落
を
北
京
図
書
館
所
蔵
敦
煙
文
書

で
補

っ
て
お
い
た
。

(2
)

前
掲
拙
稿
の
ほ
か
に

「天
真
仏
の
思
想
と
そ
の
周
辺
ー

『究

寛
大
悲
経
』

を
中
心
に
ー

」
(文
史
哲
研
究
会

『集
刊
東
洋
学
』

第
五
十
四
号

)
を
発
表

し
て
い
る
。
参
照
さ
れ
た

い
。

(
3
)

「
即
相
無
相
万
物
不
遷
事
用
究
寛
品
第
十

一
」

に
、
「
世
尊
如
上

所
説
、
説
次
第
十
品
。
立
義
不
同
、

言
教
各
異
。
衆
聖
道

一
、
教
門

応

一
。
云
何
設
名
題
目
、
而
有
衆
多

。L

と
問

い
、
「
衆
聖
異
談
、
旨

当
唯

一
、
所
謂
依
心
。
教
門
衆
多
、

所
謂
依
身
。
若
離
身

心
、
則
無

言
教
。
故
知
、
言
教
塵
沙
、
理
旨
無
殊
、

教
門
無
量
、
帰
処
無
別

。」

と

の
答

え
が
見
え
、

こ
の
間

の
事
情
が
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

(
4
)

た
と
え
ば
柳

田
聖
山
氏

は

『
達
摩

の
語
録
』

(筑

摩
書
房

禅

の
語
録
1
)

の

「
は
じ
め
に
」

で

「
は
じ

め
長
江

の
中
流
あ
た
り
を

中
心
と
し

て
ひ
そ
か
に
遊
行

し
て
い
た
禅
僧

た
ち
が
、
長
安
や
洛
陽

な
ど

の
…
…
地
方

に
進

出
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
上
流
貴
族
た
ち

の

関

心
と
広

い

一
般
知
識
人

の
要

求
に
応
ず

る
た
め
に
、
自
分

た
ち

の

新

し
い
仏
教
運
動

の
主
旨
を
ま
と
め
た
教
義

の
書
が
必
要

と
な

っ
た

の
だ
。

か
れ
ら
の
運
動

は
ど

こ
ま

で
も
具
体
的

な
坐
禅

の
実
践
を
主
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と
す

る
も

の
で
あ

っ
た
が
、

そ
う
し
た
実
践

の
裏
付
け
と

し
て
三
論

や
天
台

・
華
厳
な
ど
、

大
乗

仏
教
の
哲
学
が
摂
取

せ
ら
れ

た
こ
と

は

言

う
ま

で
も
な

い
。
…
…
初
期
禅

宗
の
文
献

に
は
、

か
な
り
の
量

の

大
小
乗

の
経
典
や
、
伝

統
的

な
仏
教
学

の
成
果

が
と
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
…
…
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

(
5
)

拙
稿

「
吉
蔵

の
草
木
成
仏
思
想
」

(
金
谷

治
編

『
中

国
に
お
け

る
人
間
性

の
探
究
』
)
。
な

お

拙
稿
を

ふ
ま
え
て
唐
初
道

教
の
草
木
成

仏
思
想

に
言
及

し
た
も

の
に
麦
谷
邦
夫
氏

の

「
南
北
朝
晴
唐
初
道

教

教
義
学
管
窺
」
(
辛
冠
潔
氏
等
編

『
日
本
学
者

論
中

国
哲
学
史
』
)
が

あ
る
。

(
6
)

本
経

に
は
究
極

の
境
涯
を
指
す
言
葉
と
し
て
、

太
極
、
太

一
、

大
寂
、
本
際
、
天
真
、
混
融
、
真

極
、
真

一
、
真

処
、
混
沌
、

重
玄
、

実
相
、

な
ど

が
使
用

さ
れ

て
い
る
。
太
府
山
中
紫

微
宮

と

い
う
場
所

や
霊
真

と

い
う
登
場
人
物

な
ど
道
教
風

の
言
葉

も
見
え
て
お
り
、
儒

仏
道
三
教
が
絡

り
合

う
思
想
状
況

の
中

で
仏
家

の
手
に
成

る
偽
典

と

い
う
も
の
の
実
態
が
鮮
明

に
窺
わ
れ
る
。


