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約
す
れ
ば
、

縁
起
p
r
a
t
i
t
y
a
s
a
m
u
t
p
a
d
a
は
原
始
仏
教
以
来
、
常
に
仏
陀
の
根
本
教
説
と

し
て
尊
重
さ
れ
、
大
乗
、
小
乗
を
問
わ
ず
、
仏
教
の
諸
学
派
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ

れ
の
根
本
的
な
立
場
を
あ
ら
わ
す
思
想
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
た
と
云
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
取
分
け
、
大
乗
仏
教
に
於
い
て
は
、
如
来
蔵
縁
起
や
法
界
縁
起

等
の
種
々
の
縁
起
説
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
龍

樹

Z
a
g
a
r
j
u
n
a
の
縁
起
説
は
大
乗
仏
教
の
縁
起
の
基
本
的
な
意
味
を
あ
ら
わ

す
も
の
と
し
て
特
に
重
要
で
あ
る
。
龍
樹
は
そ
の
主
著
で
あ
る
『
中
論
』
の
帰

敬
偽
で
、
仏
陀
の
根
本
教
説
が
縁
起
で
あ
り
、
而
も
そ
の
縁
起
が
、
不
生
不
減
、

し
て
い
る
。

初
期
大
乗
経
典
に
於
け
る
縁
起
説
H
盆
丹
治
）

不
常
不
断
、
不
一
不
異
、
不
去
不
来
の
、
謂
ゆ
る
八
不
の
縁
起
で
あ
る
と
主
張

R
 

こ
の
縁
起
は
縁
起
即
空
性
と
表
現
し
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
要

一
切
法
が
本
性
的
に
他
に
依
存
し
て
い
て
、
実
体
・
自
性
と
し
て

は
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
周
知
の
如
く
、
龍
樹
は
空
性
笞
n
y
a
t
a

を
一
切
法
の
無
自
性

ni}:isvabhava
と
定
義
し
、
自
性
を
論
理
的
に
否
定
す

る
こ
と
に
腐
心
し
て
い
る
が
、
こ
の
自
性
の
否
定
は
、
本
性
と
し
て
他
に
依
存

し
て
い
る
一
切
法
が
実
体
で
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
縁
生
法
が
空
性
で
あ
る
こ
と

を
示
す
た
め
に
採
ら
れ
た
方
法
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
は
一
切
法
の
実

在
、
勝
義

p
a
r
a
m
a
r
t
h
a
が
、
実
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
な
く
、
空
性
で

あ
る
こ
と
を
、
自
性
の
否
定
に
よ
っ
て
論
証
し
、
無
自
性
と
し
て
否
定
的
に
示

し
た
空
性
の

p
r
e
g
n
a
n
t
な
意
味
が
縁
起
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で

一
切
法
の
実
在
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
謂
は
ば
、
龍
樹
は
仏
陀
の
説

く
縁
起
と
大
乗
の
空
の
思
想
が
本
質
的
に
一
性
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
、
そ
れ

を
理
論
的
根
拠
と
し
て
大
乗
仏
教
の
立
場
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
縁
起

説
は
龍
樹
の
天
才
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
が
、
思
想

史
的
に
見
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
初
期
大
乗
仏
教
の
空
の
思
想
が
到
逹
し
た
結
論

に
他
な
ら
な
い
。
初
期
大
乗
経
典
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
こ
の
結
論
に
至
る
過

程
を
伝
え
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
縁
起
説
の
最
大
の
問
題
は
、
ど
こ
ま
で

自
覚
的
、
且
つ
本
質
的
に
縁
起
が
空
性
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
に

在
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
論
に
於
い
て
は
、
初
期
大
乗
経
典
の

龍
樹
の
縁
起
説
に
於
い
て
、

的
な
論
理
関
係
で
は
な
く
て
、

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

縁
起
は
一
切
法
に
外
面

初

期

大

乗

経

典

に

於

け

る

縁

起

説
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収
し
て
成
立
し
た
も
の
も
少
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
縁
起
説
の
検

な
か
で
、
特
に
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
縁
起
説
を
採
り
上
げ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
先
ず
大
乗
仏
教
最
初
期
に
於
い
て
縁
起
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て

い
る
か
を
検
討
す
る
た
め
で
あ
る
。

『
八
千
頌
般
若
経
』
の
占
め
る
思
想
史
上
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
論

ず
る
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
数
あ
る
大
乗
経
典
の
中
で
、
大
乗
と
い
う
自
覚
に

R
 

立
っ
て
空
の
思
想
を
説
い
た
最
初
の
経
典
で
あ
る
と
云
わ
れ
ま
た
、
龍
樹
の

中
観
思
想
の
源
流
と
な
っ
た
般
若
経
典
群
の
中
で
最
初
に
製
作
さ
れ
た
も
の

④
 

と
考
え
ら
れ
る
。
而
も
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
は
次
々
に
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た

『
十
万
頌
般
若
経
』
な
ど
の
原
型
と
な
っ
た
経
典
で
も
あ
る
か
ら
、
謂
は
ば
、

般
若
経
の
伝
え
る
空
の
思
想
の
原
初
形
態
を
生
の
儘
で
今
に
伝
え
て
い
る
と
云

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
経
典
自
身
も
時
代
と
共

に
著
し
い
増
広
、
改
章
を
受
け
て
き
た
経
典
で
あ
っ
て
、
現
行
梵
本
は
施
護
訳

の
『
仏
母
出
生
三
法
蔵
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
や
チ
ペ
ッ
ト
訳
と
共
に
、
そ
の
変

⑤
 

容
の
最
終
形
態
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
行
梵
本
に
説
か
れ
る
思

想
や
形
態
が
直
ち
に
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
成
立
当
初
の
思
想
や
形
態
を
正
し

く
伝
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
仔
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
に
は
後

の
発
達
し
た
大
乗
仏
教
の
教
義
や
法
相
を
受
容
し
た
り
、
般
若
経
に
依
っ
て
成

立
し
た
中
観
派
や
ア
ビ
サ
マ
ヤ

A
b
h
i
器
m
a
y
a
学
派
の
思
想
体
系
を
逆
に
吸

討
に
際
し
て
も
当
然
留
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
っ
て
、
現
行
梵
本
の
説

く
縁
起
を
無
批
判
に
『
八
千
頌
般
若
経
』
に
成
立
当
初
か
ら
在
っ
た
縁
起
説
と

考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
幸
な
こ
と
に
、

こ
の
経
典
の
場
合
、

次
々
に
改
訳
さ
れ
て
き
た
諸
漢
訳
に
よ
っ
て
そ
の
原
型
と
変
容
の
跡
を
あ
る
程

度
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
現
行
梵
本
の
縁
起
説
を

そ
れ
ら
の
漢
訳
、
特
に
二
世
紀
末
に
訳
出
さ
れ
た
最
古
の
漢
訳
で
あ
る
支
婁
迦

識
訳
の
『
道
行
般
若
』
の
所
説
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
原
初

形
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

『
八
千
頌
般
若
経
』
の
中
で
少
く
と
も
理
論
的
に
縁
起
を
説
い
て
い
る
の
は
、

⑥
 

現
行
梵
本
第
十
九
章
、
第
二
十
八
章
、
第
三
十
一
章
の
三
箇
所
で
あ
る
。
そ
の

中
で
第
二
十
八
章
は
、
元
来
原
始
仏
教
の
縁
起
説
で
あ
る
十
二
支
縁
起
を
採
り

上
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
そ
の
所
説
に
よ
っ
て
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
で

は
ど
の
よ
う
に
十
二
支
縁
起
を
解
釈
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

云
う
迄
も
な
く
、
十
二
支
縁
起
は
原
始
仏
教
を
代
表
す
る
縁
起
説
で
あ
っ
て
、

一
般
に
、
「
無
明
を
縁
と
し
て
行
が
起
り
、
行
を
縁
と
し
て
識
が
起
り
、
乃
至
、

生
を
縁
と
し
て
老
死
が
起
る
」
と
云
う
順
観
と
、
「
無
明
が
減
す
れ
ば
行
が
減

し
、
行
が
減
す
れ
ば
識
が
減
し
、
乃
至
、
生
が
滅
す
れ
ば
老
死
が
減
す
る
」
と

い
う
逆
観
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
十
二
支
縁
起
は
こ
の
縁
起
の
順
観
と
逆
観

と
い
う
禅
観
を
修
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
菩
提
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
教

説
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
縁
起
説
が
釈
尊
の
菩
提
樹
下
に
於
け
る
禅
観

R
 

の
内
容
と
し
て
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
順
観

や
逆
観
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
十
二
支
縁
起
は
老
死
の
存
在
の
条
件
を
、
十
二
の

縁
起
の
連
鎖
を
追
っ
て
追
求
し
、
苦
の
成
立
が
無
明
を
根
本
条
件
と
し
て
い
る

こ
と
を
解
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
苦
の
根
拠
の
追
求
、
条
件
の
解
明
が
原
始
仏
教

の
縁
起
に
共
通
す
る
特
徴
で
あ
っ
た
。
原
始
経
典
に
於
い
て
は
、
そ
の
古
層
に



初
期
大
乗
経
典
に
於
け
る
縁
起
説
日
（
丹
治
）

見
ら
れ
る
素
朴
な
縁
起
か
ら
八
支
縁
起
、
十
支
縁
起
に
至
る
迄
、
十
二
支
縁
起

⑧
 

の
原
型
、
類
型
と
見
ら
れ
る
様
々
な
縁
起
説
が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
す

べ
て
苦
の
条
件
の
追
求
の
成
果
で
あ
っ
て
、
各
々
完
結
せ
る
縁
起
の
体
系
と
見

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
十
二
支
縁
起
は
こ
の
執
拗
な
迄
に
繰
返
し
試
み

ら
れ
た
根
拠
の
追
求
の
到
り
着
い
た
、
謂
は
ば
、
原
始
仏
教
の
縁
起
の
最
終
結

論
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
条
件
の
追
求
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
十
二
支
縁
起
な
ど
の
内
容
に
立
入
っ
た
考
察
が
必

要
な
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
が
、
少
く
と
も
こ
の
追
求
は
、
生
成
の
時
間
的
因

果
関
係
に
よ
る
原
因
の
解
明
と
は
全
く
異
質
の
思
想
的
立
場
で
の
追
求
で
あ
る
。

原
始
経
典
の
中
に
は
、
縁
起
を
業
の
思
想
と
結
び
つ
け
て
説
く
も
の
も
な
い
で

⑨
 

は
な
い
が
、
原
始
仏
教
の
縁
起
は
業
の
法
則
に
よ
る
因
果
応
報
の
思
想
と
は
本

質
的
に
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
積
集
説
や
転
変
説
の
よ
う
に
、
業
を

動
力
因

nimitta
と
し
た
、
客
観
的
事
物
の
質
料
因

u
p
a
d
a
n
a
の
追
求
と
は

全
く
立
場
を
異
に
す
る
。
原
始
仏
教
の
十
二
支
縁
起
は
、
人
間
存
在
が
大
苦
蘊

と
し
て
現
前
す
る
、
謂
は
ば
、
実
存
の
立
場
に
於
け
る
苦
の
条
件
を
解
明
し
た

ア
ビ
ダ
ル
マ

A
b
h
i
d
h
a
r
m
a
の
哲
学
に
至
る
と
、
原
始

仏
教
的
な
縁
起
観
は
全
く
影
を
潜
め
、
十
二
支
縁
起
も
実
質
的
に
は
意
味
を
失

う
。
元
来
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
は
、
苦
、
無
常
の
成
立
を
実
有
な
る
法
の
体
系
の
中

で
解
明
し
て
い
る
し
、
そ
の
法
の
立
場
で
は
、
苦
の
根
本
条
件
で
あ
る
無
明
や

渇
愛
な
ど
も
法
の
一
種
で
あ
る
心
所
、
即
ち
心
の
一
作
用
以
上
の
意
味
は
持
ち

得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
思
想
的
立
場
で
十
二
支
縁
起
の
本
来
の
意

味
が
見
失
わ
れ
る
の
は
、
寧
ろ
当
然
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
か
、

沙
論
』
な
ど
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
論
書
に
は
、⑩

 

続
」
の
四
種
の
解
釈
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
後
世
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
大

「
刹
那
」
「
連
縛
」
「
分
位
」
「
遠

勢
を
占
め
る
に
至
っ
た
の
は
「
分
位
」
縁
起
で
あ
っ
て
、

町
両
重
の
因
果
に
よ
る
胎
生
学
的
解
釈
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈

で
は
、
十
二
支
を
継
時
的
関
係
と
し
て
捉
え
、
各
支
を
、
業
の
法
則
に
支
配
さ

れ
た
有
情
が
一
二
世
に
跨
が
っ
て
次
々
に
経
る
輪
廻
の
生
存
の
諸
状
態
「
分
位
」

に
配
当
す
る
。
十
二
支
を
継
時
的
関
係
と
し
て
解
釈
す
る
点
は
、
「
連
縛
」
も

「
遠
続
」
も
同
様
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
於
い
て
支
配
的
な
縁
起

の
連
鎖
の
解
釈
で
あ
っ
た
。
寧
ろ
、
継
時
的
関
係
と
し
て
し
か
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

こ
れ
が
謂
ゆ
る
、
一
―
―

ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
最
終
的
に
は
「
分
位
」
縁
起
と
い

う
胎
生
学
的
解
釈
に
よ
っ
て
十
二
支
に
意
味
を
も
た
せ
る
ほ
か
な
か
っ
た
と
云

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
敦
れ
に
し
て
も
、
こ
の
解
釈
が
、
十
二
支
縁
起
を
仏
陀

の
真
説
と
受
け
と
め
た
結
果
、
そ
れ
に
意
味
づ
け
を
す
る
た
め
に
試
み
ら
れ
た

牽
強
附
会
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
十
二
支
縁
起
の
解
釈

が
本
質
的
に
は
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
思
想
家
も

よ
く
承
知
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
彼
ら
自
身
が
十
二
支
縁
起
を

⑪
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「
不
了
義
」
の
教
説
で
あ
り
、
「
為
レ
遣

1

1

他
愚
惑

1

」
と
い
う
「
別
意
趣
」
に
よ

っ
て
説
か
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
唯
、
四
種
の
解

釈
の
中
で
、
「
刹
那
」
縁
起
は
一
刹
那
に
十
二
支
の
す
べ
て
が
具
わ
る
と
解
釈

す
る
か
ら
、
十
二
の
法
は
同
時
的
で
あ
り
、
一
刹
那
の
経
験
を
構
成
す
る
要
素

ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
十
二
支
縁
起
を
様
々
に
解
釈
し
て
い
た
よ
う
で
、

『
大
毘
婆



と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
十
二
支
の
関
係
も
論
理
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
解
釈
は
ア
ビ
ダ
ル
マ
で
は
充
分
考
察
さ
れ
な
い
で
終
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

他
方
、
初
期
大
乗
経
典
で
は
、
大
乗
と
い
う
自
覚
の
現
わ
れ
方
の
相
違
に
よ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
十
二
支
縁
起
を
大
乗
と
は
無
縁
の
原
始
仏
教
だ
け
の

教
義
と
解
す
る
か
、
大
乗
の
立
場
で
受
容
し
よ
う
と
す
る
か
の
二
つ
の
態
度
が

見
ら
れ
る
。
前
者
を
代
表
す
る
も
の
に
『
法
華
経
』
が
あ
る
。
『
法
華
経
』
で

は
、
諸
仏
は
声
聞
の
た
め
に
四
諦
、
十
二
支
縁
起
に
よ
っ
て
涅
槃
を
説
き
、
菩

薩
の
た
め
に
は
六
波
羅
蜜
と
相
応
せ
る
無
上
正
等
覚
を
説
い
た
と
解
す
る
。
特

に
第
七
章
で
は
、
四
諦
、
十
二
支
縁
起
を
諸
仏
の
最
初
の
説
法
、
「
妙
法
蓮
華
」

⑬
 

と
い
う
大
乗
の
法
門
を
最
終
の
説
法
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
裏
か
ら
云
え

ば
、
『
法
華
経
』
は
四
諦
、
十
二
支
縁
起
を
も
っ
て
原
始
仏
教
の
根
本
教
義
と

見
倣
す
見
解
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑭
 

そ
れ
に
対
し
て
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
は
第
二
十
八
章
に
於
け
る
縁
起
の
教
説

で
、
十
二
支
縁
起
を
般
若
波
羅
蜜
p
r
a
j
f
i
a
p
a
r
a
m
i
t
a
の
さ
と
り

a
b
h
i
n
i
r
h
a
r
a

と
の
関
連
に
於
い
て
採
り
上
げ
て
い
る
。
第
二
十
八
章
で
は
先
ず
、
釈
尊
が
嘱

怠

累
し
た
般
若
波
羅
蜜
が
、
無
尽

ak:;;aya
の
仏
母
で
あ
る
と
説
き
次
い
で
、

そ
の
無
尽
の
般
若
波
羅
蜜
は
、
五
蘊
や
十
二
支
縁
起
を
構
成
す
る
各
々
の
法
が

無
尽
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
云
う
。

こ
の
よ
う
に
、

『
八
千
頌
般
若
経
』
で
は
、
十
二
支
縁
起
は
そ
の
無
尽
性
が
般
若
波
羅
蜜
の
さ

と
り
の
内
容
を
な
す
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

般
若
波
羅
蜜
の
無
尽
性
が
十
二
支
縁
起
の
無
尽
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を

説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
五
蘊
、
十
二
支
縁
起
と
い
う
、
謂
は
ば
「
俗
な

る
か
ら
、
五
蘊
、
十
二
支
の
無
尽
性
の
さ
と
り
が
般
若
波
羅
蜜
の
さ
と
り
と
な

る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
縁
起
の
観
察
は
般
若
波
羅
蜜
・
空
性
の
さ

と
り
を
も
た
ら
す
、
般
若
波
羅
蜜
に
於
け
る
縁
起
の
観
察
と
説
か
れ
て
い
る
こ

ら
の
法
が
空
で
あ
る
こ
と
を
さ
と
る
こ
と
で
あ
り
、
而
も
空
性
の
さ
と
り
で
あ

る
。
無
尽
の
さ
と
り
と
は
五
蘊
、
十
二
支
の
法
を
見
な
い
こ
と
、

と
説
い
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
も
の
」
の
無
尽
性
が
、
般
若
波
羅
蜜
と
い
う
「
聖
な
る
も
の
」
の
無
尽
性
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

の
教
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
、
五
蘊
や
十
二
支
縁
起
の
無
尽
性
に
よ
っ
て
般
若
波

羅
蜜
を
さ
と
る
こ
と
、
「
こ
れ
が
菩
薩
大
士
に
と
っ
て
の
二
辺
を
排
除
し
た
縁

⑯
 

起
の
観
察

p
r
a
t
i
t
y
a
s
a
m
u
t
p
a
d
a
v
y
a
 va
l
o
k
a
n
a
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
縁

起
の
観
察
は
「
無
尽
の
さ
と
り

a
k
?
a
y
a
b
h
i
n
i
r
h
a
r
a
!:,!. 
よ
っ
て
、
般
若
波
羅

⑰
 

蜜
に
於
い
て
縁
起
を
観
察
す
る
」
こ
と
と
も
、
「
縁
起
を
発
端
と
終
局
と
中
間

⑱
 

の
な
い
そ
れ
（
縁
起
）
と
し
て
観
察
す
る
」
こ
と
と
も
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
見
て
、
恐
ら
く
、
無
明
な
ど
の
十
二
の
法
が
無
尽
で
あ
る
こ
と
を
さ
と
る
と

い
う
仕
方
で
、
順
に
十
二
支
縁
起
の
各
支
を
観
察
し
て
い
く
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
無
尽
性
の
さ
と
り
が
、
無
明
な
ど
の
法
に
「
発
端
と
終
局
と
中
間
の
な
い
」

こ
と
を
さ
と
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
発
端
と
終
局
と
中
間
の
な
い

無
尽
性
が
、
そ
れ
ら
の
法
の
空
性
に
於
い
て
成
立
す
る
こ
と
は
、
こ
の
教
説
が

結
論
と
し
て
、
「
菩
薩
大
士
が
無
尽
を
さ
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
般
若
波
羅

蜜
を
さ
と
り
、
縁
起
を
観
察
し
て
い
る
と
き
、
ス
プ
ー
テ
ィ
よ
、
そ
の
と
き
、

菩
薩
大
士
は
色
を
見
ず
、
受
、
想
、
行
、
識
を
見
な
い
。
無
明
を
見
ず
、
同
じ

⑲
 

く
、
行
、
識
（
中
略
）
乱
を
見
な
い
」

つ
ま
り
そ
れ

四

こ



初
期
大
乗
経
典
に
於
け
る
縁
起
説
H
（
丹
治
）

寧
ろ
『
八
千
頌
般
若
経
』
は
十
二
支
緑
起
を
縁
起
た
ら
し
め
る
連
鎖
関
係
を
積

で
あ
り
、

こ
の
観
察
を
行
う
者
は
「
声
聞
の
階
位
や
独
覚
の
階
位
に
と
ど
ま
る

⑪
 

こ
と
が
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
菩
薩
に
独
自
の
観
察
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
の
は
、
原
始
仏
教
に
於
け
る
十
二
支
の
順
観
と
逆
観
を
念
頭
に

置
い
て
、

こ
れ
だ
け
が
真
の
縁
起
の
観
察
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る

、
、
、
、
、
、
、

の
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
こ
の
菩
提
座
に
於
け
る
菩
薩
の
不
共
法
と
云
う
こ
と
は
、

単
に
菩
薩
一
般
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
釈
尊
が
菩
提
座
に
於
い

て
縁
起
を
観
察
し
た
と
云
う
伝
承
を
意
識
し
た
発
言
で
あ
り
、
そ
の
釈
尊
の
縁

起
の
観
察
が
順
観
・
逆
観
で
な
く
、

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

こ
の
菩
薩
の
不
共
法
で
あ
っ
た
と
主
張
し

こ
の
経
典
で
も
順
観
・
逆
観
を
声
聞
、
特
に
独
覚

の
縁
起
の
観
察
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
第
二
十
八
章
に
於
け
る
縁
起
の
観
察
は
、
実
質
的
に

は
縁
起
の
観
察
の
名
に
値
し
な
い
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
縁
起
の
観
察

と
云
わ
れ
る
の
は
、
勿
論
十
二
支
縁
起
を
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
単
に
無
明
等
の
十
二
の
法
の
無
尽
性
・
空
性
を
観
察
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
十
二
の
法
が
縁
起
で
あ
る
こ
と
を
示
す
理
論
も
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
縁

＠
 

起
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
観
察
に
と
っ
て
何
ら
意
味
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。

極
的
に
否
定
し
て
い
る
。
第
十
九
章
に
於
い
て
「
無
明
に
よ
っ
て
起
こ
る
（
と

い
わ
れ
る
）
行
も
、
実
際
に
は
離
脱
し
て
い
る
。
行
に
よ
っ
て
起
こ
る
（
と
い
わ

れ
る
）
識
も
、
さ
ら
に
、
生
に
よ
っ
て
起
こ
る
（
と
い
わ
れ
る
）
老
死
に
い
た
る

⑬
 

ま
で
、
（
十
二
の
法
は
）
す
べ
て
離
脱
し
て
い
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

⑳
 

「
菩
提
座
に
着
い
て
い
る
菩
薩
大
士
の
不
共
法
」

な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。

五

起
こ
る
」
と
云
う
縁
起
の
関
係
は
単
に
「
世
間
の
言
語
習
慣
に
従
っ
て

loka
,
 

⑭
 

v
y
a
 va
h
a
r
a
m
u
p
a
d
a
y
a
」
云
わ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
、
事
実
と
し
て
は
存
在
し

こ
の
こ
と
は
単
に
一
般
的
に
般
若
経
や
中
観
派
に

於
け
る
勝
義
と
し
て
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
云
え
ば
そ
れ
迄

で
あ
る
。
し
か
し
、
十
二
支
の
縁
起
の
関
係
は
法
の
本
性
で
あ
る
空
性
に
於
い

て
成
立
す
る
の
で
な
く
、
逆
に
、
本
性
が
空
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
否
定
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
十
八
章
の
観
察
に
於
い
て
十
二
支
の
縁
起
性
が
無

視
さ
れ
て
い
る
の
も
、
第
十
九
章
と
同
じ
立
場
で
十
二
支
縁
起
を
捉
え
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

『
八
千
頌
般
若
経
』
で
は
、
十
二
支
縁
起
を
空
の

立
場
で
解
釈
し
た
と
云
う
よ
り
は
、
寧
ろ
空
の
思
想
の
中
に
十
二
支
縁
起
の
固

有
の
意
味
が
解
消
し
て
し
ま
っ
た
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
八
千
頌
般
若
経
』
で
は
、
そ
の
他
、
第
十
六
章
の
末
尾
に
「
布
施
を
行
な

い
、
戒
を
守
り
、
（
中
略
）
般
若
に
精
通
し
、
順
次
に
、
そ
し
て
逆
に
縁
起
を
観

⑮
 

察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
六
波
羅
蜜
と
の
関
連
に
於
い
て
十
二
支
縁
起

の
順
観
・
逆
観
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
『
小
品
』
に
も
見
ら
れ
な

い
か
ら
、
そ
れ
以
後
の
増
広
で
あ
ろ
う
。
こ
の
十
二
支
の
順
観
・
逆
観
の
占
め

る
位
置
は
『
十
地
経
』
の
そ
れ
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
初
期
大

乗
経
典
の
中
で
『
十
地
経
』
は
最
も
本
格
的
な
意
味
で
十
二
支
縁
起
を
大
乗
仏

教
の
根
本
的
立
場
に
採
り
入
れ
た
経
典
で
あ
っ
て
、
菩
薩
の
第
六
地
の
あ
り
方

と
し
て
十
二
支
縁
起
を
様
々
な
角
度
か
ら
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
『
十
地
経
』

の
縁
起
説
の
初
期
大
乗
経
典
に
占
め
る
意
味
は
極
め
て
大
き
く
、
大
乗
経
典
の

る
。
こ
の
趣
旨
は
十
二
の
法
が
空
で
あ
っ
て
離
脱
し
て
い
る
か
ら
、

「
よ
っ
て



が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
は
、
内
容
的
に
は
縁
起
の
説
明
の
細
か
な
表
現
方
法
ま
で

て
い
た
縁
起
説
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
梵
本
第
三
十
一
章
の
縁
起
は

完
全
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
見
て
、

『
道
行
般
若
』
の
時
代
に
は
既
に
確
立
し

て
の
漢
訳
に
存
在
し
、
対
話
の
進
め
方
な
ど
、
叙
述
の
形
式
面
に
若
干
の
異
同

＠
 

中
で
縁
起
を
主
題
と
す
る
唯
一
の
経
典
と
見
ら
れ
る
『
稲
芋
経
』
は
、

経
』
の
縁
起
説
に
従
っ
て
後
世
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
初
期
大
乗

経
典
に
於
け
る
縁
起
説
は
実
質
的
に
は
こ
れ
ら
二
経
典
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
十
二
支
縁
起
の
解
釈
も
、
原

始
仏
教
や
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
そ
れ
よ
り
も
、
寧
ろ
こ
れ
ら
二
経
典
と
相
通
ず
る
も

の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

『
道
行
般
若
』
以
降
の
す
べ

『
八
千
頌
般
若
経
』
は
そ
の
成
立
過
程
の
一
時
期
に
於
い
て
、
梵
本
第
二
十

八
章
の
前
半
、
『
道
行
般
若
』
で
云
う
な
ら
ば
、
「
累
教
品
第
二
十
五
」
迄
で
一

⑱
 

応
完
了
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
前
章
で
採
り
上
げ
た
梵
本
第
二
十
八
章
の

十
二
支
縁
起
は
、
『
道
行
般
若
』
の
「
不
可
尽
品
第
二
十
六
」
に
含
ま
れ
る
か

ら
、
こ
の
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
謂
は
ば
『
原
型
経
典
』
に
は
存
在
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
『
八
千
頌
般
若
経
』
で
縁
起
を
説
い
て
い
る
と
云
え
る

の
は
、
こ
の
他
に
は
第
十
九
章
と
第
三
十
一
章
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
第
十
九
章

の
縁
起
の
教
説
は
、
こ
の
『
原
型
経
典
』
に
も
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
唯
一
の
も

の
で
、
こ
の
経
典
の
な
か
で
最
古
の
縁
起
を
示
し
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。
而

⑲
 

も
、
こ
の
第
十
九
章
に
於
け
る
縁
起
の
教
説
は
、

『
十
地

起
に
つ
い
て
梵
本
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

元
来
は
こ
の
第
十
九
章
の
縁
起
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
云
う
よ
り
は
寧
ろ
、

第
十
九
章
の
縁
起
を
も
と
に
し
て
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
以
下
、
こ
の
章
で
は
第
十
九
章
を

中
心
に
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
縁
起
説
を
検
討
す
る
。

梵
本
第
十
九
章
の
冒
頭
に
於
い
て
縁
起
が
説
か
れ
る
に
至
っ
た
理
由
は
、
直

接
的
に
は
諸
善
根
k
品
alamiila
の
集
積
・
増
長
u
p
a
c
a
y
a
が
縁
起
に
よ
っ
て

成
り
立
つ
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
無
上
正
等
覚

anuttarasamyaksaril
,
 

b
o
d
h
i
は
、
最
初
の
発
菩
提
心
を
始
め
と
す
る
菩
薩
の
諸
修
行
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
、
さ
と
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
継
起
す
る
諸
発
心
の
間
に
触
れ
合
い

s
a
m
a
v
a
d
h
i
i
r
a
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
諸
発
心
と
い
う
善

根
に
は
集
積
・
増
長
は
あ
り
得
な
い
し
、
延
い
て
は
、
菩
薩
た
ち
の
漸
進
的
な

修
行
道
も
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
こ

の
教
説
で
は
、
そ
れ
ら
の
諸
発
心
が
縁
起
で
あ
る
か
ら
、
諸
善
根
の
集
積
と
い

う
こ
と
も
、
無
上
正
等
覚
の
証
悟
も
あ
り
得
る
と
説
き
、
そ
の
緑
起
の
意
味
を

燈
芯
の
臀
喩
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
臀
喩
は
燈
芯
の
焼
尽
を
無
上
正

等
覚
の
証
悟
に
瞥
え
、
ま
た
、
燈
芯
が
最
初
に
点
火
さ
れ
た
炎
に
よ
っ
て
燃
え

尽
き
る
の
で
も
な
い
し
、
最
後
の
炎
に
よ
っ
て
焼
尽
す
る
も
の
で
も
な
い
が
、

か
と
云
っ
て
、
そ
れ
ら
の
炎
に
依
存
し
な
い
で
焼
尽
す
る
の
で
も
な
い
点
を
諸

発
心
の
縁
起
の
警
え
と
し
て
い
る
。

こ
の
臀
喩
を
述
ぺ
た
後
で
、
諸
発
心
の
縁

ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
菩
薩
大
士
は
最
初
の
発
心
に
よ
っ
て
、
無
上
正

等
覚
を
さ
と
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
最
初
の
発
心
に
よ
ら
な
い
で
、

....... 
ノ‘



、
ま
、

し
」
！

も
な
く
、

初
期
大
乗
経
典
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於
け
る
縁
起
説
日
（
丹
治
）

「
最
初
の
発
心
と
い
う

無
上
正
等
覚
を
さ
と
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
最
後
の
発
心
に
よ
っ
て
、

無
上
正
等
覚
を
さ
と
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
最
後
の
発
心
に
よ
ら

な
い
で
、
無
上
正
等
覚
を
さ
と
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
は
こ
れ
ら
の
も
ろ
も

ろ
の
発
心
に
よ
っ
て
さ
と
る
の
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
発
心

を
別
に
し
て
さ
と
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
も
、
菩
薩
大
士
は
無
上
正
等
覚

⑳
 

を
さ
と
る
の
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
冗
長
で
逆
説
的
な
表
現
で
あ
る
が
、
縁
起
に
つ
い
て
の
説
明
は
以

上
の
引
用
で
尽
き
て
い
る
。
こ
れ
が
縁
起
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ

の
引
用
に
す
ぐ
続
い
て
、
ス
ブ
ー
テ
ィ
（
須
菩
提
）
が
「
こ
の
縁
起
は
意
味
深

R
 

い
も
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
確
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

引
用
中
の
後
半
の
「
彼
は
こ
れ
ら
の
も
ろ
も
ろ
の
発
心
に
よ
っ
て
さ
と
る
の
で

か
と
い
っ
て
、

そ
れ
ら
の
発
心
を
別
に
し
て
さ
と
る
わ
け
で
も
な

『
小
品
』
に
さ
え
も
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
れ
以
後
に
な
っ
て

増
広
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
増
広
も
思
想
的
に
は
特
に
意
味

の
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
最
初
と
最
後
の
発
心
の
間
に
継
起
す
る
発
心
の

各
々
も
、
最
初
や
最
後
の
発
心
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
複
を
除
い
て
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に

説
か
れ
る
縁
起
は
、
も
の
が
「
個
々
の
原
因
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
も
な
く
、

依
ら
な
い
で
も
な
い
こ
と
」
と
い
う
極
め
て
簡
単
な
逆
説
的
な
構
造
を
も
っ
て

示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
逆
説
を
「
空
」
の
立
場
に
お
け
る
逆
説
と
理
解
す

る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
原
文
の
「
最
初
の
発
心
に
よ
っ
て
さ
と
る
の
で

R
 

は
な
い
」
は
、
第
三
十
一
章
の
縁
起
説
を
援
用
し
て
、

七

―
つ
の
原
因
だ
け
―
つ
の
条
件
だ
け
に
よ
っ
て
さ
と
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う

意
味
で
理
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
縁
起
は
少
し
く
敷

よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
も
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
個
々
の
原
因
、
条

件
に
全
く
依
存
せ
ず
に

a
n
a
g
a
m
y
a
成
立
す
る
の
で
も
な
い
こ
と
を
意
味
し

こ
の
よ
う
に
、
第
十
九
章
に
於
い
て
縁
起
は
否
定
的
な
表
現
に
よ
っ
て
の
み

示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
裏
に
あ
る
、
謂
は
ば
、
縁
起
の
積
極
面
は
、

第
三
十
一
章
の
所
説
か
ら
見
て
、
「
す
べ
て
の
原
因
や
条
件
の
総
体
に
依
存
し

R
 

て
生
ず
る
」
衆
縁
和
合
生
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
無
上
正

等
覚
は
諸
発
心
と
い
う
継
起
的
な
諸
原
因
、
諸
条
件
の
す
べ
て
の
和
合
に
依
存

し
て
さ
と
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
善
根
の
集
積
も
衆
縁
和
合
と
い
う
意
味
に
於
い

て
あ
り
得
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
縁
起
を
衆
縁
和

合
生
と
解
釈
す
る
縁
起
説
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
な
か
で
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
。
周
知
の
如
く
、
縁
起
が
十
二
支
縁
起
に
代
表
さ
れ
る
原
始
仏
教
の
そ
れ
と

は
全
く
別
個
に
、
独
自
の
立
場
で
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ア
ビ
ダ

『
品
類
足
論
』
以

ル
マ
に
於
い
て
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
は
、⑭

 

降
の
論
書
に
見
ら
れ
る
一
切
有
為
法
と
い
う
縁
起
の
解
釈
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

ア
ビ
ダ
ル
マ
の
哲
学
で
は
、
縁
起
は
有
為
法
を
有
為
法
た
ら
し
め
る
あ
り
方
と

し
て
解
釈
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
縁
起
の
あ
り
方
は
、
縁
起

の
語
義
解
釈
に
よ
っ
て
様
々
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、
縁
起
は
四

縁
の
和
合
に
よ
っ
て
法
が
生
起
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
云
え
よ

て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

術
す
れ
ば
、
時
間
的
因
果
関
係
に
於
い
て
、
結
果
が
一
原
因
、

一
条
件
だ
け
に



う
。
尤
も
こ
の
よ
う
な
語
義
解
釈
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
程
度
の
縁
起
の
一
般

的
特
徴
に
関
す
る
限
り
、
小
乗
と
大
乗
の
間
で
も
そ
れ
程
大
き
な
開
き
は
認
め

ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
倶
舎
論
の
語
義
解
釈
が
、
中
観
派
の
月
称

C
a
n
-
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d
r
a
k
i
r
t
i

に
よ
っ
て
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
同
じ
語
義
解
釈
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
縁
起
も
、
各
学
派
の
理
論
体
系
の

中
で
の
具
体
的
な
あ
り
方
に
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
こ
と
は
云
う
迄

も
な
い
。
例
え
ば
、
説
一
切
有
部
に
於
い
て
は
、
法
は
三
世
に
実
有
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
縁
起
は
実
有
な
る
法
が
諸
条
件
の
和
合
に
よ
っ
て
現
在
と
い
う
一
刹

那
の
現
象
の
構
成
要
素
と
し
て
顕
現
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
担
置

き
、
こ
の
衆
縁
和
合
と
い
う
解
釈
は
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
成
立
期
に
は
、

縁
起
の
一
般
的
解
釈
と
し
て
既
に
定
着
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら

く
、
こ
の
第
十
九
章
で
は
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
説
く
衆
縁
和
合
生
と
い
う
こ
の
縁

起
説
を
念
頭
に
置
い
て
、
善
根
の
集
積
、
つ
ま
り
発
心
の
増
大
と
い
う
こ
と
が

そ
う
い
う
意
味
で
の
縁
起
と
し
て
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
迄
の
こ

と
で
あ
っ
て
、
少
く
と
も
、
こ
の
縁
起
を
こ
の
経
典
の
立
場
、
空
の
立
場
で
解

釈
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
章
に

先
立
つ
第
十
八
章
が
「
空
性
」
を
章
題
と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
縁
起
説
が
『
八

千
頌
般
若
経
』
の
中
で
も
取
分
け
空
を
直
接
主
題
と
す
る
教
説
と
の
連
関
の
上

の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。R

 

第
十
八
章
の
空
性
に
つ
い
て
の
教
説
で
は
「
一
切
法
は
空
で
あ
る
」
と
説
き

な
が
ら
も
、
空
の
概
念
規
定
も
明
確
で
は
な
い
し
、
理
論
的
に
空
を
説
い
て
い

で
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ
の
空
性
の
教
説
と

蜜
を
あ
る
べ
き
あ
り
方
と
し
て
設
定
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
こ
こ
で
提
起

る
と
は
認
め
が
た
い
。
そ
の
要
旨
は
、
先
ず
空
性
が
一
切
法
の
真
如

tathatii

で
あ
り
、
法
性

d
h
a
r
m
a
t
i
i

で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
無
上
正
等
覚
に
他
な
ら

な
い
と
説
き
、
更
に
そ
れ
ら
が
不
可
説

a
n
a
b
h
i
l
a
p
y
a

で
あ
る
こ
と
か
ら
、

不
増
不
減
で
あ
る
と
論
ず
る
。
そ
し
て
、
無
上
正
等
覚
も
不
増
不
減
で
あ
り
、

六
波
羅
蜜
も
一
切
法
も
不
増
不
減
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
菩
薩
の
修
行
に
よ
っ
て

ど
う
し
て
無
上
正
等
覚
を
さ
と
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
を
提
起
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
空
性
の
捉
え
方
は
中
観
思
想
と
云
う
よ
り
は
、
寧
ろ
唯
識

思
想
の
不
変
異
と
不
転
倒
な
円
成
実
性
や
如
来
蔵
思
想
の
有
垢
と
無
垢
の
真
如

と
同
じ
思
想
傾
向
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
経
典
が
諸
発
心
を
自
性
清
浄

心
と
解
す
る
唯
心
論
的
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
担
置
き
、
不

増
不
減
の
六
波
羅
蜜
に
よ
る
不
増
不
減
の
無
上
正
等
覚
の
さ
と
り
は
、
原
理
的

に
は
六
波
羅
蜜
の
真
如
と
無
上
正
等
覚
の
真
如
と
の
一
性
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、

そ
の
真
如
の
一
性
は
般
若
波
羅
蜜
・
空
の
立
場
に
於
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。

『
八
千
頌
般
若
経
』
の
説
き
方
に
従
え
ば
、
布
施
等
の
六
波
羅
蜜
は
、
布
施
等

を
行
じ
な
が
ら
も
、
布
施
等
へ
の
執
着
を
断
っ
た
無
取
得
空
の
境
地
で
あ
り
、

こ
の
境
地
こ
そ
、
真
に
波
羅
蜜
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に

布
施
波
羅
蜜
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
而
も
、
そ
の
同
じ
無
取

得
空
の
境
地
以
外
に
無
上
正
等
覚
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
も
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
不
増
不
減
の
ま
ま
に
六
波
羅
蜜
に
よ
っ
て
無
上

正
等
覚
が
さ
と
ら
れ
る
の
は
、
原
理
的
に
は
空
の
立
場
に
於
い
て
成
立
す
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
菩
薩
の
修
行
道
は
寧
ろ
、

こ
の
本
来
あ
る
六
波
羅

＿八
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縁
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あ
る
と
き
、

一
切
法
が
不
増
不
減
で

函

「
ど
の
よ
う
に
し
て
、
六
波
羅
蜜
へ
の
道
が
成
長
」
す
る
の
か
、

つ
ま
り
、
無
上
正
等
覚
へ
の
道
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
つ
の
か
が
問
題
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
第
十
八
章
で
は
六
波
羅
蜜
の
各
々

に
つ
い
て
、
唯
識
思
想
の
不
転
倒
円
成
実
を
思
わ
せ
る
、
次
の
よ
う
な
説
明
を

般
若
波
羅
蜜
へ
の
道
を
追
求
し
、
般
若
波
羅
蜜
へ
の
道
を
修
習
し
、
善
巧

方
便
を
そ
な
え
て
い
る
菩
薩
大
士
は
、
「
こ
の
布
施
波
羅
蜜
へ
の
道
は
増
大

す
る
。

こ
の
布
施
波
羅
蜜
へ
の
道
は
減
少
す
る
」
な
ど
と
は
考
え
な
い
。
か

え
っ
て
彼
に
は
、
こ
う
い
う
考
え
が
浮
ぶ
の
で
あ
る
。
「
布
施
波
羅
蜜
と
い

う
こ
と
、
そ
れ
は
名
前
に
す
ぎ
な
い
の
だ
」
と
。
彼
は
布
施
を
行
な
い
な
が

ら
、
そ
う
い
う
留
意
、

そ
う
い
う
心
を
発
し
た
こ
と
、
そ
う
い
う
諸
善
根
を

無
上
正
等
覚
に
向
け
て
廻
向
す
る
。
無
上
正
等
覚
に
従
っ
て
廻
向
す
る
の
で

⑲
 

あ
る
。

こ
こ
で
「
そ
う
い
う
留
意
云
々
」
は
、
布
施
波
羅
蜜
へ
の
道
が
不
増
不
減
と

か
、
布
施
波
羅
蜜
が
名
前
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
真
如
に
相
応
し
た
留
意
、
発
心
、

即
ち
善
根
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
、
謂
は
ば
、
真
如
に
対
し
て
不
転
倒
な
「
そ

の
（
真
如
と
）
相
応
し
た
留
意
を
も
っ
て
時
を
す
ご
す
な
ら
ば
、
彼
は
無
上
正

⑩
 

等
覚
に
近
づ
く
」
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
留

意
、
発
心
を
も
っ
て
暮
ら
す
こ
と
が
菩
薩
の
修
行
道
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
梵

本
第
十
八
章
で
は
こ
の
諸
留
意
、
諸
発
心
が
無
上
正
等
覚
を
も
た
ら
す
の
は
廻

向
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

繰
り
返
し
て
い
る
。

さ
れ
た
問
題
も
そ
の
点
を
衝
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

＿九

思
想
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
留
意
の
暮
し
、
発
心
の
増
大
が
無
上
正
等
覚
を

＠
 

も
た
ら
す
と
い
う
思
想
は
『
八
千
頌
般
若
経
』
に
は
膜
々
見
ら
れ
る
が
、
し
か

し
、
そ
こ
に
は
ど
う
し
て
無
上
正
等
覚
を
も
た
ら
す
か
は
理
論
的
に
示
さ
れ
て

い
な
い
。
と
こ
ろ
で
こ
の
思
想
は
唯
識
思
想
や
如
来
蔵
思
想
と
共
通
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
発
心
が
自
性
清
浄
心
の
浄
化
と
い
う
意
味
で
無
上
正
等
覚

を
も
た
ら
す
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
学
派
で
は
、
こ
の
解

釈
を
阿
頼
耶
識
縁
起
と
か
、
如
来
蔵
縁
起
と
い
う
空
性
と
縁
起
の
本
質
的
な
一

性
が
確
立
し
た
立
場
に
於
い
て
理
論
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ

の
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
場
合
も
、
空
の
立
場
に
於
け
る
道
の
成
立
、
世
俗
的

な
価
値
の
理
論
的
根
拠
と
し
て
縁
起
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
縁
起
は
上
述
の

空
性
の
教
説
と
縁
起
の
教
説
と
の
関
係
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
空
と
は
独

立
せ
る
別
の
原
理
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
縁
起
そ
の
も
の
を
空
性
と
結
び

つ
け
て
理
解
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
『
八
千
頌
般
若

経
』
で
は
、
縁
起
を
空
性
の
立
場
で
解
釈
で
き
る
程
、
縁
起
も
空
性
も
熟
し
た

梵
本
の
第
三
十
一
章
の
冒
頭
に
説
か
れ
て
い
る
「
如
来
た
ち
の
不
去
不
来
の

教
説
」
に
於
い
て
、
縁
起
は
空
性
と
自
覚
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

教
説
は
三
昧
の
中
で
見
え
た
如
来
た
ち
の
去
来
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
て
与

諸
発
心
が
無
上
正
等
覚
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
理
論
的
根
拠
と
し
て
縁
起
を

こ
こ
で
採
り
上
げ
た
第
十
九
章
の
縁
起
の
教
説
は
、
こ
の
様
な
連
関
の
中
で



こ
の
蜃
気
楼
や
夢
の
替
喩
は
、

一
切
法
が
空
で
あ
る
こ
と
の
喩
例
と
し
て
般

如
来
が
不
去
不
来
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
導
く
の
で
あ

一
応
そ
の

え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

来
で
あ
る
こ
と
を
通
し
て
、

そ
れ
ら
三
昧
の
中
で
見
え
た
如
来
た
ち
が
不
去
不

一
切
法
が
不
去
不
来
、
不
生
不
減
で
あ
る
こ
と
を

説
き
明
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
教
説
は

『
道
行
般
若
』
で
は
二
つ
の
独
立
し
た
教
説
か
ら
な
り
、
そ
の
各
々
に
相
当
す

る
こ
の
教
説
の
前
半
と
後
半
と
で
は
、
如
来
の
不
去
不
来
を
証
成
す
る
論
拠
が

異
な
る
の
で
、
以
下
、
便
宜
上
、
前
半
を
教
説
A
、
後
半
を
教
説
B
で
表
わ
す

こ
と
に
す
る
。
そ
の
内
で
縁
起
が
説
か
れ
て
い
る
の
は
教
説
B
だ
け
で
あ
る
か

ら
、
教
説
A
は
縁
起
の
問
題
に
は
直
接
関
係
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

要
旨
を
示
し
て
お
く
。

教
説
A
で
は
先
ず
、
如
来
が
真
如
で
あ
り
、
真
如
が
不
動
で
あ
り
、
不
去
不

来
で
あ
る
こ
と
を
論
拠
と
し
て
如
来
が
不
去
不
来
で
あ
る
と
論
ず
る
。
こ
の
同

じ
主
張
を
真
如
の
同
義
語
で
あ
る
実
際

b
h
u
t
a
k
o
t
i
、
空
性
な
ど
に
つ
い
て
繰

返
し
た
上
で
、
更
に
、
「
蜃
気
楼
」
と
「
夢
」
の
替
喩
を
用
い
て
具
体
的
に
説

明
す
る
。
蜃
気
楼
で
見
ら
れ
る
水
や
夢
の
中
に
現
わ
れ
る
如
来
は
実
在
す
る
も

の
で
は
な
く
、
妄
想
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
三
昧

で
見
え
た
如
来
の
色
身
r
u
p
a
k
a
y
a
は
実
在
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
如
来

の
去
来
は
妄
想
の
所
産
に
過
ぎ
な
い
。
如
来
と
は
本
来
法
身

d
h
a
r
m
a
k
a
y
a

以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、

と
を
論
拠
と
し
て
、

る。

こ
の
如
来
の
法
身
、
換
言
す
れ
ば
、
も
の
の
法
性

d
h
a
r
m
a
t
a

は
不
去
不
来
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
法
性
が
不
去
不
来
で
あ
る
こ

な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
宝
は
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
す
。

若
経
典
に
於
い
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
空
を
示
す
。
こ
の

教
説
A
の
説
く
、
一
切
法
は
夢
幻
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
性
は
不
去

不
来
で
あ
る
と
い
う
主
張
こ
そ
は
、
こ
の
『
八
千
頌
般
若
経
』
が
空
に
つ
い
て

第
一
章
か
ら
一
貫
し
て
説
き
つ
づ
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
教
説

A
は
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
空
観
に
立
っ
て
如
来
の
不
去
不
来
を
説
い
た
教
説

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
こ
の
経
典
の
思
想
を
要
約
し
た
、
謂
は
ば
、
『
八
千

頌
般
若
経
』
の
結
論
を
示
し
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
云
え
ば
、
教
説
B
は
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
の
思
想
的
立
場

に
立
つ
と
云
う
よ
り
は
、
寧
ろ
中
観
思
想
の
縁
起
即
空
性
の
立
場
を
説
く
教
説

で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。
少
し
長
く
な
る
が
、
そ
の
教
説
を
紹
介
す
る
と
次
の

通
り
で
あ
る
。

良
家
の
子
よ
、
た
と
え
ば
、
大
海
の
な
か
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
宝
は
、
東

の
方
角
か
ら
く
る
の
で
も
な
く
、
南
か
ら
で
も
な
く
、
西
か
ら
で
も
な
く
、

北
か
ら
で
も
な
く
、

四
維
か
ら
で
も
な
く
、
下
か
ら
で
も
、
上
か
ら
で
も
な

く
、
い
か
な
る
場
所
や
方
角
か
ら
く
る
の
で
も
な
く
て
、
有
情
た
ち
の
善
い

果
報
を
生
じ
る
行
為
（
善
根
）
に
も
と
づ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
宝
は
大
海
の
な

か
に
生
じ
る
の
で
す
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
原
因
な
く
し
て
生
じ
る
の
で
な
く
、

依
拠
し
て
生
じ
た
（
緑
起
）
も
の
な
の
で

原
因
、
条
件
、
理
由
に
依
存
し
、

す
。
減
し
つ
つ
あ
る
と
き
も
、
そ
れ
ら
の
宝
は
十
方
の
世
界
の
い
づ
れ
に
も

移
動
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
る
条
件
が
存
在
す

る
あ
い
だ
、
そ
れ
ら
の
宝
は
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
ら
の
諸
条
件
が
存
在
し
な
い

四
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世
尊
の
身
体
は
原
因
の
な
い
も
の
で
は
な
く
、
以
前
に
行
な
っ
た
修
行
に
よ

っ
て
完
成
さ
れ
、
原
因
や
条
件
に
依
存
し
、
理
由
あ
っ
て
生
じ
、
以
前
に
行

な
っ
た
行
な
い
の
成
熟
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
（
世
尊
の
身

体
）
は
十
方
の
ど
の
世
界
に
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
条
件
が

あ
る
あ
い
だ
、
身
体
は
出
現
し
、
そ
の
諸
条
件
が
な
い
な
ら
ば
、
身
体
の
出

ヴ
ィ
ー
ナ
ー

良
家
の
子
よ
、
た
と
え
ば
、
弦
楽
器
の
音
が
生
じ
つ
つ
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
（
音
は
）
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
も
な
い
し
、
消
え
つ
つ
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
ど
こ
か
へ
行
く
の
で
も
な
く
、
ど
こ
か
へ
移
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
く
、

原
因
や
条
件
の
総
体
に
依
存
し
て
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
、
原
因
に
依
存
し
、

条
件
に
依
存
し
た
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
（
弦
楽
器
の
）
胴
体
を
条
件
と
し
、

皮
を
条
件
と
し
、
弦
を
条
件
と
し
、
綽
を
条
件
と
し
、
柱
を
条
件
と
し
、
撥

を
条
件
と
し
、
（
演
奏
す
る
）
人
の
（
加
え
る
）
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
努
力
を

条
件
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
原
因
に
依
存
し
、
条
件
に
依
存
し
た
も
の
と
し

て
、
弦
楽
器
の
音
は
あ
ら
わ
れ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
音
は
胴
体
か
ら

発
生
す
る
の
で
も
な
く
、
皮
、
弦
、
悼
、
柱
、
撥
か
ら
で
も
な
く
、
（
演
奏
す
る
）

人
の
（
加
え
る
）
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
努
力
か
ら
発
生
す
る
の
で
も
な
く
、

（
そ
れ
ら
）
す
べ
て
（
の
因
縁
）
の
和
合
か
ら
音
は
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
で
す
。

（
で
す
か
ら
）
消
え
つ
つ
あ
る
音
も
ど
こ
へ
も
去
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

初
期
大
乗
経
典
に
於
け
る
縁
起
説
日
（
丹
治
）

現
は
知
ら
れ
な
い
の
で
す
。

れ
か
へ
去
る
の
で
も
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
（
だ
か
ら
と
い
っ
て
）
諸
仏

四

良
家
の
子
よ
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
諸
仏
世
尊
の
身
体
の
完
成
は
原

け
か
ら
仏
陀
の
身
体
は
顕
現
す
る
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
（
そ
の
顕
現
は
）

原
因
の
な
い
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
多
く
の
因
縁
が
す
べ
て
集
っ
た
と
き

生
じ
た
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
（
身
体
の
顕
現
）
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
も
な
く
、

因
縁
の
総
体
が
整
わ
な
い
場
合
に
も
、
ど
こ
へ
行
く
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

良
家
の
子
よ
、
あ
な
た
は
そ
れ
ら
の
如
来
た
ち
の
去
来
を
こ
の
よ
う
に
見

る
ぺ
き
で
あ
り
、
良
家
の
子
よ
、
あ
な
た
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
つ
い
て
も
、

こ
の
こ
と
こ
そ
（
そ
れ
ら
の
）
法
性
で
あ
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
す
。
良
家

の
子
よ
、
あ
な
た
が
こ
の
よ
う
に
、
如
来
た
ち
や
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
不
生
、

不
減
で
あ
る
と
完
全
に
知
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
あ
な
た
は
無
正
等

覚
に
至
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
し
、
確
か
に
あ
な
た
は
般
若
波
羅
蜜
と
善

巧
方
便
を
追
求
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

教
説
B
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
比
較
的
に
よ
く
編
ま
っ
て
い
て
理
解
し

易
い
か
ら
、
特
に
説
明
を
加
え
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の

教
説
B
で
は
大
海
中
の
宝
や
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
の
音
を
喩
例
と
し
て
、
如
来
の
身
体

の
生
減
、
完
成
も
消
減
も
縁
起
に
よ
っ
て
顕
わ
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

本
性
と
し
て
は
不
生
不
減
、
不
去
不
来
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
縁
起
の
形
態
に
つ
い
て
は
既
に
第
十
九
章
の
縁
起
説
と
の
関
連
に
於
い
て
紹

介
し
た
通
り
、
衆
縁
和
合
生
で
あ
る
。
し
か
し
、
云
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
の
教
説
B
に
説
か
れ
た
縁
起
は
、
衆
縁
和
合
生
と
い
う
縁
起
で
は
な
く
、

る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
っ
の
原
因
だ
け
、
一
っ
の
条
件
だ
け
、
一
っ
の
善
根
だ

は
、
十
方
に
あ
る
ど
の
世
界
か
ら
き
た
の
で
も
な
く
、
十
方
の
世
界
の
い
づ

因
に
依
存
し
、
条
件
に
依
存
し
、
多
く
の
善
根
の
実
行
に
よ
っ
て
成
熟
さ
れ

ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
良
家
の
子
よ
、
そ
れ
ら
の
如
来
の
完
全
な
身
体



思
想
の
結
論
と
呼
べ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
が
、
極
め
て
素
朴
で
、

し
か
し
な
が
ら
、

衆
縁
和
合
生
で
あ
る
か
ら
、
一
切
法
は
不
去
不
来
、
不
生
不
減
で
あ
る
と
い
う
、

謂
は
ば
、
「
不
去
不
来
、
不
生
不
減
の
縁
起
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
不

去
不
来
、
不
生
不
滅
の
縁
起
」
が
、
先
に
述
べ
た
龍
樹
の
縁
起
説
と
基
本
的
に

は
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
不
去
不
来
の
縁
起
は
、

羅
什
訳
の

こ
の
教
説
は
A
B
共
に
梵
本
と
形
態
、
内
容
と
も
に
殆
ど
一
致

す
る
が
、
そ
れ
以
前
の
古
訳
で
あ
る
『
道
行
般
若
』
や
『
大
明
度
』
で
は
梵
本

と
は
著
し
い
隔
り
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
道
行
般
若
』
で
は
、
先
に

触
れ
た
よ
う
に
、
教
説
A
と
教
説
B
に
相
当
す
る
も
の
は
独
立
し
た
別
の
教
説

そ
の
内
で
教
説
A
に
相
当
す
る
も
の
は
、

⑬
 

「
薩
陀
波
倫
菩
薩
品
第
二
十
八
」
の
末
尾
に
あ
り
、
『
道
行
般
若
』
で
は
、
こ

の
教
説
だ
け
が
如
来
の
去
来
に
つ
い
て
の
質
問
に
応
え
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
「
空
本
無
レ
所
-l
従
来
f

去
亦
無
レ
所
レ
至
。
仏
亦
如
レ
是
」
と
云
う
説
明
を

「
空
」
の
他
、
「
無
想
」
、
「
無
処
所
」
等
に
つ
い
て
繰
返
し
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
た
だ
、

そ
の
反
復
の
中
に
、
「
野
馬
」
や
「
夢
中
人
」
が
見
ら
れ
る
か
ら
、

そ
れ
ら
が
増
広
、
肉
付
け
さ
れ
て
、
梵
本
の
「
蜃
気
楼
」
や
「
夢
」
の
喩
に
発

展
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
内
容
は
明
ら
か
に
教
説
A
の
原
型

『
八
千
頌
般
若
経
』
の
空
の

一
方
、
教
説
B
に
相
当
す
る
も
の
は
、
梵
本
第
三
十
一
章
に
対
応
す
る
「
曇

⑭
 

無
靖
菩
薩
品
第
二
十
九
」
の
後
半
に
見
出
さ
れ
る
教
説
（
以
下
、
教
説
B
で
あ
ら

で
あ
る
。

梵
本
第
三
十
章
に
当
る

諸
本
で
は
、

て
最
初
か
ら
説
か
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。

『
小
品
』
以
降
の

『
八
千
頌
般
若
経
』
に
於
い

「
説
仏
音
声
」
と
い
う
質
問
に
副
っ
て
、

「
仏
音
声
」
を
主
題
と
し
て
い
る
。

わ
す
）
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
教
説
B
は
教
説
B
と
形
態
的
に
も
内
容
的
に
も

質
的
な
相
違
を
示
し
て
い
る
。
先
ず
、
教
説
B
は
如
来
の
去
来
に
つ
い
て
の
質

⑮
 

問
に
対
す
る
解
答
で
は
な
く
、
「
師
願
説
―
―
仏
音
声
f

当
t
i

何
以
知
＞
之
」
と
い
う

懇
請
に
応
え
て
説
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
教
説
B
が
二
種
の
替
喩
を
用
い
て
い

⑱
 

る
の
に
対
し
、
教
説
B
は
八
種
の
替
喩
を
説
い
て
い
る
。
更
に
教
説
B
が
如
来

の
不
去
不
来
を
主
題
と
し
、
一
切
法
の
不
生
不
滅
を
さ
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
無

上
正
等
覚
が
さ
と
ら
れ
る
こ
と
を
説
く
の
に
対
し
て
、
教
説
3
は
如
来
の
身
体

の
完
成
（
成
仏
身
）
を
主
題
と
し
、
そ
れ
が
諸
修
行
の
和
合
に
よ
っ
て
成
立
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
仏
身
を
完
成
す
る
た
め
に
修
行
に
励
む
こ
と
を
勧
め
る
教
説

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
主
題
の
相
違
は
、
梵
本
で
は
こ
の
教
説
を
「
如
来
た
ち

の
不
去
不
来
の
教
説
」
と
名
付
け
て
い
る
の
に
、
『
道
行
般
若
』
で
は
「
如
来

＠
 

の
身
体
に
つ
い
て
の
教
説
」
（
説
仏
身
時
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
教
説
B
が
成
仏
身
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
八
喩

の
殆
ど
の
結
語
が
「
用
レ
是
故
成

1

一
仏
身

1

」
か
、
そ
の
類
語
で
あ
る
こ
と
、
又
、

喩
例
の
直
後
に
屡
々
「
成
ー
ー
仏
身
云
盆
抄
是
」
と
説
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

窺
え
る
。
し
か
し
、
教
説
B
は
全
体
が
そ
れ
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

八
喩
中
の
最
初
に
在
る
「
埜
篠
」
の
喩
で
は
、
「
成
仏
身
」
も
説
か
れ
る
が
、

教
説
B
に
は
そ
の
他
に
も
多
少
混
乱
や
不
統
一
が
見
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て

見
る
な
ら
ば
「
成
仏
身
」
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
主
題
も
形
態
も
著
し
く
異
る
に
も
拘
ら
ず
、
教
説
3
が
教
説
B
の

古
形
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
両
者
共
に
縁
起
を
説
い
て
お
り
、
ま
た
、
前
者
に

四



初
期
大
乗
経
典
に
於
け
る
縁
起
説
日
（
丹
治
）

教
説
B
の
中
に
、
主
題
か
ら
見
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
は
認
め
難
い
「
如
来
の

身
体
の
完
成
」
と
い
う
教
説
B
の
主
題
が
残
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

教
説
刊
に
用
い
ら
れ
て
い
る
縁
起
は
、
梵
本
第
十
九
章
の
そ
れ
と
極
め
て
よ

く
一
致
す
る
。
今
、

れ
た
よ
う
に
、

そ
の
実
例
と
し
て
「
笙
篠
」
の
喩
を
紹
介
す
る
。
先
に
触

こ
の
喩
は
「
仏
音
声
」
を
主
題
と
す
る
点
で
は
、
他
の
七
喩
と

異
る
が
、
こ
と
、
縁
起
に
関
す
る
限
り
、
他
の
七
喩
の
所
説
を
網
羅
し
て
い
て
、

教
説
B
の
縁
起
の
特
徴
を
よ
く
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
し
、
教
説
B
と
の
相

違
を
知
る
上
で
も
便
利
だ
か
ら
で
あ
る
。

瞥
如
為
孟
医
不
下
以

1

1

―
事
一
成
3

有
レ
木
有
レ
柱
有
レ
絃
有
レ
人
揺
レ
手
鼓
レ
之
。
其

音
調
好
自
在
。
欲
中
レ
作
＝
何
等
曲
『
賢
者
。
欲
レ
知

1

一
仏
音
声

1

亦
如
レ
是
゜
菩
薩
有

1

1

本
初
発
意
f

世
世
行
―
―
作
功
徳
f

世
世
教
授
。
世
世
問
―
―
仏
事
ー
合

1

1

会
是
事
―

乃
成
-
1

仏
身
f

仏
音
声
亦
如
レ
是
゜
其
法
皆
従
ー
一
因
縁
一
起
゜
亦
不
レ
可
瓦
空
菩

薩
行

1

得
JoO

亦
不
レ
可
下
離
11

菩
薩
行
五
鍔
亦
不
レ
可
下
従

1

一
仏
身
ー
得
JoO

亦
不
レ
可
下

⑱
 

離
-

1

仏
身

1

得
Joo

賢
者
。
欲
レ
知
―
―
仏
身
音
声
f

合
1

一
会
是
事
一
乃
得

1

一
仏
声
一
耳
。

こ
の
喩
で
は
、
埜
篠
、
仏
身
、
仏
音
声
の
順
に
、
そ
の
各
々
が
縁
起
に
よ
っ

て
成
就
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
の
縁
起
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
堕

篠
の
音
も
仏
身
も
一
原
因
、

一
条
件
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
な
く
、
絃
等
や

菩
薩
の
初
発
心
を
始
め
と
す
る
善
行
の
合
会
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
衆

縁
和
合
生
で
あ
る
。
こ
の
喩
の
中
で
「
仏
音
声
」
が
菩
薩
行
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
の
で
も
な
く
、
菩
薩
行
を
離
れ
て
得
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
仏
身
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
仏
身
を
離
れ
て
得
ら
れ
る
の
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の

あ
る
第
一
の
「
笙
篠
」
の
喩
が
後
者
の
「
ヴ
ィ
ー
ナ
ー
」
の
喩
で
あ
り
、
更
に

四

和
合
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
説
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

か
ら
で
、

こ
の

こ
の
教
説
B
の
縁
起
が
第
十
九
章
の
そ
れ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ

と
を
物
語
っ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
而
も
「
仏
音
声
」
の
場
合
に

は
こ
の
否
定
的
表
現
が
衆
縁
和
合
生
と
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
、
教
説
B
が
製
作
さ
れ
る
際
、
第
十
九
章
の
縁
起
を
受

容
れ
、
そ
の
否
定
的
表
現
が
含
意
す
る
衆
縁
和
合
生
を
顕
説
し
た
、
少
く
と
も
、

そ
の
否
定
的
表
現
が
衆
縁
和
合
生
を
含
意
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
推
測
は
担
置
き
、
教
説
B

の
縁
起
は
「
笙
篠
」
の
喩
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
衆
縁
和
合
生
に
他
な
ら
な
い

か
ら
、

『
八
千
頌
般
若
経
』
に
お
い
て
は
縁
起
と
空
性
と
の
一
性
は
自
覚
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
を
下
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

教
説
B
の
八
喩
中
の
多
く
は
、
「
笙
篠
」
の
喩
よ
り
も
寧
ろ
明
瞭
に
縁
起
が

衆
縁
和
合
生
で
あ
っ
て
、
仏
身
が
菩
薩
の
修
行
・
善
行
と
い
う
諸
の
原
因
、
条

件
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
こ
と
を
繰
返
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
第
六
の
「
阿
迦
朦
托
天
a
k
a
n
i
~
t
h
a

の
宮
殿
」
の
喩
と
第
八
の
「
幻
師
化

作
の
遮
迦
越
羅

c
a
k
r
a
vartin
」
の
喩
で
は
、
不
去
不
来
と
い
う
こ
と
も
説
か

れ
て
い
る
。
特
に
第
六
喩
で
は
「
如

1

一
天
上
殿
舎
f

亦
不

1

1

自
作
f

亦
無
レ
有

1

1

持

⑲
 

来
者
f

亦
無
レ
有
―
―
作
者
f

本
無
レ
所
II

従
来
f

去
亦
無
レ
所
レ
至
。
因
縁
所
生
」
と

説
き
、
仏
身
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
説
明
を
加
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
少
く
と

も
第
六
喩
に
於
い
て
は
宮
殿
も
仏
身
も
不
去
不
来
で
あ
り
、
因
縁
所
生
で
あ
る

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

縁
起
の
否
定
的
表
現
は
、
先
に
触
れ
た
第
十
九
章
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
で
あ
る



『
道
行
般
若
』
の
八
喩
の
う
ち
、
第
三
の
「
仏
形
像
」
の
喩
は
、
仏
像
の
製

作
と
大
乗
仏
教
の
成
立
時
期
と
に
関
連
し
て
、
膜
々
採
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
箇

R
 

所
で
あ
る
。
梶
山
教
授
は
こ
の
仏
像
の
警
喩
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
本
来
梵
本
に

あ
っ
た
も
の
で
な
く
、
訳
者
支
婁
迦
餓
が
、
こ
の
経
典
を
訳
出
す
る
際
に
、
西

域
地
方
で
盛
行
し
て
い
た
仏
像
信
仰
の
こ
と
を
想
起
し
て
、
挿
入
し
た
と
考
え

⑫
 

る
べ
き
で
あ
ろ
う
、
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
実
際
に
極
め

て
あ
り
得
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
こ
の
教
説
は
「
成
仏
身
」
を
主
題

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
像
の
製
作
は
、
主
題
の
醤
喩
と
し
て
真
に
適

切
な
事
例
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
漢
訳
に
於
け
る
有
無
は
直
ち
に
原
典

に
於
け
る
存
在
、
無
存
在
の
論
拠
と
は
成
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
、
こ
の
教
説
W
の
八
喩
の
成
立
に
関
し
て
は
、
仔
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
他
に
も
幾
つ
か
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
仏
音
声
」
が
問
わ
れ
、
第
一
の
「
埜
篠
」
の
喩
が
「
仏

音
声
」
を
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

こ
の
教
説
が
元
来
、

い
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

不
去
不
来
は
空
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
仏
身
な
ど
が
縁
起
に
よ

っ
て
の
み
生
ず
る
こ
と
、
因
縁
所
生
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
ま
で
の
こ
と
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
或
い
は
、
こ
こ
に
縁
起
即
空
性
の
思
想
に
至
る
崩
芽

が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
不
去
不
来
が
空
性
を
意
味
す
る
た
め
に
は
、
少
＜

、
、
、
、
、

と
も
梵
本
の
よ
う
に
、
縁
起
で
あ
る
か
ら
法
性
と
し
て
不
去
不
来
で
あ
る
と
云

う
自
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
自
覚
は
こ
こ
に
は
全

く
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
縁
起
と
空
性
が
自
覚
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て

こ
の
「
笙
篠
」
の

本
自
身
が
抜
本
的
に
書
き
改
め
ら
れ
、
編
纂
し
直
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然

喩
だ
け
で
成
立
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
七
喩
は
そ
の
第
一
喩
に
間
接
的

に
説
か
れ
た
「
成
仏
身
」
を
主
題
と
し
て
付
加
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な

い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
八
喩
中
、

「
笙
篠
」
の
喩
だ
け
が
現
行
梵
本
に
採
ら

れ
て
い
る
の
も
こ
れ
に
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
或
い
は
ま
た
、
音
を

喩
例
と
す
る
も
の
と
し
て
、
「
堕
篠
」
の
喩
の
外
に
、
第
二
の
「
篇
」
、
第
四
の

「
鼓
」
、
第
六
の
「
響
音
」
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
も
教
説
B
が
本
来
は
こ
の

四
喩
で
「
仏
音
声
」
を
主
題
と
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

更
に
、
第
三
の
「
仏
形
像
」
の
喩
と
第
六
の
「
阿
迦
賦
託
天
の
宮
殿
」
や
第
八

の
「
幻
師
化
作
の
遮
迦
越
羅
」
の
喩
は
、
各
々
別
の
意
味
で
問
題
に
し
た
が
、

こ
れ
ら
三
喩
が
他
の
五
喩
に
較
べ
て
、
量
的
に
二
倍
以
上
あ
り
、
説
明
も
詳
細

で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
が
漢
訳
者
の
挿
入
と
迄
は
云
え
な
い
と
し
て
も
、
原

典
に
比
較
的
後
世
に
な
っ
て
編
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
単
な
る
憶
測
の
域
を
で
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
『
道
行

般
若
』
の
こ
の
教
説
が
最
初
か
ら
八
喩
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

く
、
現
在
の
形
態
に
至
る
ま
で
に
は
様
々
な
改
変
、
増
広
が
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
教
説
が
、
上

述
し
た
如
く
、
『
道
行
般
若
』
と
『
小
品
』
以
降
と
で
、
全
く
異
な
っ
た
内
容
、

形
態
の
教
説
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
単
な
る
改
策
や
増
広
と
か
、

恣
意
に
よ
る
挿
入
、
改
変
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
寧
ろ
、
そ
の
間
に
原

で
あ
ろ
う
。

こ
の
抜
本
的
な
改
訂
は
、
第
一
＿
一
十
章
、
第
三
十
一
章
の
常
暗
・
法

上
菩
薩
物
語
全
体
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
物
語
の
構
成
上
の
理
由
に
よ

一
訳
者
の

四
四



註①
『
中
論
』
の
帰
敬
偶
は
改
め
て
注
記
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
う
が
、
「
減
す
る
こ

と
な
く
生
ず
る
こ
と
な
く
、
断
減
す
る
こ
と
な
く
常
住
で
も
な
く
、
一
義
で
な
く
多

義
で
な
く
、
来
る
こ
と
な
く
去
る
こ
と
の
な
い
、
戯
論
の
寂
滅
せ
る
、
め
で
た
い
縁

起
を
等
覚
者
は
説
か
れ
た
。
そ
の
説
法
者
の
中
の
第
一
人
者
に
私
は
礼
拝
す
る
」

(Mvr•• 

p.11. ll.13
ー
16)

で
あ
る
。

②
「
三
諦
偶
」
と
し
て
有
名
な
『
中
論
』
第
二
四
章
一
八
偏
は
、
「
縁
起
を
空
性
で

あ
る
と
我
々
は
云
う
」
と
、
結
論
的
に
縁
起
と
空
性
の
一
性
を
説
い
て
い
る
。

Mvr・”

p. 5
0
3
,
 l
.
 

10. 

③
静
谷
正
雄
著
『
初
期
大
乗
仏
教
の
成
立
過
程
』

『
小
品
』

『
道
行
般
若
』

『
大
明
度
』

Mvr. 

A. P. 

略
号

初
期
大
乗
経
典
に
於
け
る
縁
起
説
日
（
丹
治
）

る
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
思
想
的
に
、

こ
の
教
説
の
改
変
を
促
が
し
た
も
の

と
し
て
、
そ
の
間
に
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
龍
樹
の
中
観
思
想
を
考
え
た
と
し
て

も
、
あ
な
が
ち
無
理
な
想
定
と
ば
か
り
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

A
笞

t
a
s
a
h
a
s
r
i
k
a
l
P
r
a
j
n
念
d
r
g
m
i
食
e
d
.
b
y
 P
.
 
L• 

V
a
i
d
y
a
,
 

B
u
d
d
h
i
s
t
 S
a
n
s
k
r
i
t
 T
e
x
t
s
 N
o
.
 4
,
 
D
a
r
b
h
a
n
g
a
,
 1
9
6
0
.
 

M
思
m
d
dざ
y
a
m
a
k
a
芯
r
i
k
a
s
d
e
 N
i
i
g
i
i
r
j
u
n
a
,
 
t
 
N
箋

e
c
l
a

P
r
a
s
a
n
n
a
p
a
d
i
i
 C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
e
 
C
a
n
d
r
a
k
i
r
t
i
,
 
ed. 
p
a
r
 

L. d
e
 la 
V
a
l
l
e
e
 
P
o
u
s
s
i
n
,
 
B
i
b
l
i
o
t
h
e
c
a
 
B
u
d
d
h
i
c
a
 I
V
,
 St. 

P
e
t
e
r
s
b
o
u
r
g
,
 
1
9
1
3
.
 

『
道
行
般
若
経
』
大
正
、
第
八
巻
、
ニ
ニ
四
号

『
大
明
度
無
極
経
』
大
正
、
第
八
巻
、
ニ
ニ
五
号

『
摩
詞
般
若
波
羅
蜜
経
』
大
正
、
第
八
巻
、
ニ
ニ
七
号

（
百
華
苑
）
第
二
章
、
第
一
節
、

四
五

三
九
頁
以
下
参
照
。

④
尤
も
般
若
経
典
群
の
中
で
は
『
金
剛
般
若
経
』

<
a
j
r
a
c
c
h
e
d
i
k
d
P
r
a
j疋
ミ

P
d
'

ミ
m
i
t
d

の
方
が
古
い
と
見
る
見
解
も
な
い
で
は
な
い
（
静
谷
、
前
掲
害
、
第
一
―
―

章
、
第
七
節
、
一
九
一
頁
以
下
参
照
）
。

⑤
梶
山
雄
一
訳
『
八
千
頌
般
若
経
』

I
（
大
乗
仏
典
2
中
央
公
論
社
）
解
説
、
三

四
五
頁
参
照
。

⑥
以
下
、
『
八
千
頌
般
若
経
』
で
縁
起
の
説
か
れ
て
い
る
箇
所
を
、
原
則
と
し
て
、

現
行
梵
本
の
章
に
よ
っ
て
表
示
す
る
。

⑦
 
cf. 
M
a
h
a
v
a
g
g
a
 I. 
1. 
1
 
|
 2. 

⑧
中
村
元
著
『
原
始
仏
教
の
思
想
』
下
（
中
村
元
選
集
第
一
四
巻
）
第
五
編
、
第

三
章
、
四
一
頁
以
下
参
照
。

⑨
同
上
、
六
六
ー
六
七
頁
参
照
。

⑩
『
大
毘
婆
沙
論
』
大
正
、
第
二
七
巻
、
一
―
七
下

I
-
―
八
。
こ
の
四
種
の
解
釈

の
資
料
は
、
中
村
元
「
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
縁
起
説
」
（
『
福
井
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
文
化

論
集
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
）
七
ニ
―
頁
以
下
に
集
録
さ
れ
て
い
る
。

⑪
同
上
。
一
―
七
中
。

⑫
『
倶
舎
論
』
巻
九
、
冠
導
本
十
二
丁
゜

⑬
『
法
華
経
』
で
は
、
そ
の
他
、
四
諦
・
十
二
支
縁
起
を
声
聞
と
独
覚
に
配
す
る
場

合
も
、
又
、
四
諦
を
声
聞
、
十
二
支
縁
起
を
独
覚
に
配
す
る
場
合
も
あ
る
0

cf. 

S
a
d
d
h
a
r
m
a
p
u哭
d
a
r
iざ
a
,
e
d
.
b
y
 
H• 

K
e
r
n
 a
n
d
 B
.
 N
a
n
j
i
o
,
 
Bihliotheca 

B
u
d
d
h
i
c
a
 X
,
 p
p
.
1
7
-
1
8
,
 p
p
.
8
 0
|
 
81, p
p
.
1
3
6
 1
7
"
 p
p
.
1
7
9
 1
 181, 
pp. 3
7
5
 

|
 376. 

⑭
 
A. P., 
p. 231, 
l. 
2
8
 |
 p. 232, l. 
31. 
『
道
行
般
若
』
四
六
九
中
下
、
『
大
明
度
』

五
01―
―
上
、
『
小
品
』
五
七
八
下
ー
五
七
九
上
。

⑮
 
A. 

p•• 

p.229. 

⑯
 
A. P., 
p. 232, 
ll. 3
 
|
 4.
 

以
下
の
和
訳
は
、
梶
山
、
丹
治
訳
『
八
千
頌
般
若

経』

II
（
大
乗
仏
典
3

中
央
公
論
社
）
を
使
用
し
た
。
た
だ
し
、
「
縁
起
」
な
ど

の
若
干
の
術
語
は
漢
訳
を
用
い
た
。



⑰
 
A
.
 P., 
p・

鯰
2,
ll. 18-ー

19.

⑱
 
A
.
P
.
,
 p・

誌
2,
ll.4 |
 5. 

⑲
 
A
.
 P., 
p. 232, 
ll. 2
4
 |
 29. 

⑳
 
A
.
P
・
,
 p. 232, 
l. 
5. 

⑳
 A.P•• 

p
.
2
3
2
,
 
l.9. 

⑫
『
小
品
』
に
於
け
る
こ
の
教
説
は
、
要
約
す
れ
ば
、
「
五
蘊
の
無
尽
性
に
よ
っ
て

般
若
波
羅
蚕
は
生
ず
る
が
、
五
蘊
と
い
う
無
尽
の
法
を
も
っ
て
十
二
因
縁
を
観
察
し

て
い
る
と
き
、
五
蘊
を
見
な
い
」
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
従
っ
て
十
二
支
縁
起
が
無

尽
で
あ
る
と
は
説
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
無
尽
の
法
を
も
っ
て
十
二
因
緑
を
観
察

す
る
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
ど
う
観
察
す
る
こ
と
な
の
か
は
詳
か
で
な
い
。
或
い

は
、
五
蘊
の
無
尽
を
観
察
し
て
五
蘊
の
空
を
さ
と
る
こ
と
を
縁
起
の
観
察
と
云
っ
て

い
る
だ
け
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
『
小
品
』
独
自
の
解
釈
の
よ
う
で
、
『
道

行
般
若
』
に
は
「
十
二
因
縁
不
可
尽
」
と
い
う
表
現
も
見
ら
れ
る
か
ら
、
梵
本
は
こ

れ
を
敷
桁
し
て
十
二
の
各
々
の
法
の
無
尽
性
を
説
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑳
 
A
.
 P., 
p
.
1
7
7
,
 
ll.17ー

18.

⑳
 A.P•• 

p
.
1
7
7
,
 
1.19. 

⑮
 
A
.
 P., 
p
.
1
6
0
,
 
ll. 7ー

8.

⑳
梵
本
第
十
六
章
に
相
当
す
る
『
道
行
般
若
』
「
本
無
品
第
十
四
」
（
四
五
四
中
）
、

『
小
品
』
「
大
如
品
第
十
五
」
（
五
六
三
下
）
は
、
梵
本
の
こ
の
一
節
の
直
前
、

S
.
P
.
,

p
.
1
6
0
,
 
1.6. 
で
終
る
。

⑰
 
S
a
l
i
s
t
a
恙
h
a
,s
a
t
r
a
 cf. 
T
h
e
o
r
i
e
 d
e
s
 D
o
u
z
e
 
Causes• 

p
a
r
 
L. 
d
e
 la 

V
a
l
l
e
e
 P
o
u
s
s
i
n
.
 

⑳
 
S
u
v
i
k
1
 ̀
d
n
t
a
o
i
k
m
a
m
i
,
p
a
r
i
p
r
c
c
h
d
P
r
a
j
尽
芯
ミ
這
i
t
d
'
S
a
t
r
a
,

e
d
.
 

W
i
t
h
 a
n
 
I
n
t
r
o
d
u
c
t
o
r
y
 
E
s
s
a
y
,
 
b
y
 
R• 

Hikata• 

F
u
k
u
o
k
a
,
 
P
a
r
t
 I., 

C
h
a
p
.
 
III. pp. 4
3
-
4
4
.
 
お
よ
び
、
梶
山
雄
一
著
『
般
若
経
』
（
中
公
新
書
四
二

二
）
八
一
頁
参
照
。

⑳
 
A
.
 P., 
p
.
1
7
5
,
 
ll. 2
 |
2
・
『
道
行
般
若
』
「
但
靖
傷
婆
夷
品
第
十
六
」
四
五
七

上
、
『
大
明
度
』
「
恒
蝠
清
信
女
品
第
十
六
」
四
九
六
中
、
『
小
品
』
「
深
功
徳
品
第

十
七
」
五
六
七
上
中
。

R

A

.

 P., 
p
.
1
7
5
,
 11.13

—

17. 

®A.P•• 

p
.
1
7
5
,
 ll.18 |
 19. 
こ
の
表
現
は
『
道
行
般
若
』
に
も
既
に
見
ら
れ
る

（
『
道
行
般
若
』
四
七
五
上
二
六
）
。

®A.P•• 

p. 254, 
ll. 3
2
 |
 33. 
本
文
四
一
頁
下
三
行
参
照
。

®A.P•• 

p. 254, 
l. 
26. 

本
文
四
一
頁
上
―
―
-
＿
行
参
照
。

⑭
『
品
類
足
論
』
大
正
、
第
二
六
巻
、
七
一
五
下
。
こ
の
「
一
切
有
為
法
」
と
い
う

解
釈
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
中
村
博
士
の
前
掲
論
文
「
ア
ビ

ダ
ル
マ
の
縁
起
説
」
七
ニ
ー
頁
以
下
参
照
。

R
c
f
.
 A
b
h
i
d
h
a
r
m
a
k
o
$
a
b
君
$
J
O
,
e
d
.
 b
y
 P
.
 Pradhan• 

p
.
1
3
8
,
 ll.1 1
 3
.
&
 

M
v
r
.
,
 p. 5, ll.1

—

6. 

な
お
山
口
益
訳
『
中
論
釈
』

I
（
弘
文
堂
）
七
頁
参
照
。

R

A

.

 P., 
p
p
.
1
7
3ー

174.

⑰
『
八
千
頌
般
若
経
』
で
は
第
一
章
の
最
初
に
、
発
心
と
云
う
場
合
の
「
心
の
本
性

は
浄
く
輝
い
て
い
る

p
r
a
k
r
t
i
s
c
i
t
t
a
s
y
a

p
r
a
b
h
a
s
v
a
r
i
i
」
と
説
い
て
い
る

(
A
.

P•• 

p
.
3
,
 
1
.
1
8
)
 

R

A

.

 P., 
p. 173, 
l. 
2
1
 

⑳
 A.P•• 

p
.
1
7
3
,
 
ll. 2
5
-
2
9
.
 

®A.P•• 

p
.
1
7
4
,
 
ll. 
26 |
 27. 

⑪
例
え
ば
「
留
意
の
暮
し
」
に
つ
い
て
は

A
.
P., p
p
.
1
9
9
 |
 201. 
「
発
心
の
増
大
」

に
つ
い
て
は
、

A
.
P., 
p. 217, 
l. 
1. 
参
照
。

@
 A
.
 P., 
p
p
.
2
5
3
 |
 255. 
『
小
品
』
「
曇
無
喝
品
第
二
十
八
」
五
八
四
上
ニ
―

I
下

二
〇
。
な
お
教
説
A
は
A
.
P., 
p
.
2
器
,
l
.
3
ー
p
.
2
5
4
,
l・13. 
教
説
B
は
A
.
:p., 

p
.
2
5
4
,
 
1
.
1
4ー

p
.
2
5
5
,
1.5. 

⑬
『
道
行
般
若
』
四
七
三
下
九
ー
ニ
四
、
『
大
明
度
』
五
0
五
中
二
六
ー
下
一
。

⑭
『
道
行
般
若
』
四
七
六
中
三
ー
四
七
七
上
二
七
、
『
大
明
度
』
五
0
七
上
―
―
|

下
九
゜

⑮
『
道
行
般
若
』
四
七
六
中
二
、
『
大
明
度
』
五
0
七
上
一
0
|
-
―
。

⑯
八
喩
を
順
に
略
記
す
る
と
、
一
、
壁
篠
。
二
、
籠
。
―
―
-
、
仏
形
像
。
四
、
鼓
゜

四
六



初
期
大
乗
経
典
に
於
け
る
縁
起
説
日
（
丹
治
）

五
、
画
師
。
六
、
色
究
党
天
上
の
宮
殿
。
七
、
山
中
響
声
。
八
、
幻
師
の
化
作
せ
る

転
輪
王
。

＠
そ
れ
ぞ
れ
、

A.
P., 
p. 255, l
.
 6

お
よ
び
、
『
道
行
般
若
』
四
七
七
上
二
八
゜

⑱
『
道
行
般
若
』
四
七
六
中
三
ー
―
-
。
た
だ
し
、
「
合
会
是
事
乃
得
仏
声
耳
」
は

『
大
明
度
』
（
五

0
七
上
一
八
）
に
よ
っ
て
改
め
た
。

⑲
『
道
行
般
若
』
四
七
六
下
一
四
ー
一
六
゜

R
同
上
。
四
七
六
下
ニ
ー
ー
ニ
ニ
。
た
だ
し
『
大
明
度
』
に
は
こ
れ
を
欠
く
（
五
〇

七
中
一
七
参
照
）
。

R
平
川
彰
著
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
（
春
秋
社
）
一

0
五
頁
、
高
田
修
著
『
仏

像
の
起
源
』
（
岩
波
書
店
）
二
七
四
ー
五
頁
、
四
二
八
頁
参
照
。

⑬
梶
山
雄
一
著
『
般
若
経
』
（
既
出
）
七
九
頁
参
照
。

⑬
同
上
。
一
三
頁
以
下
に
こ
の
「
常
暗
・
法
上
」
物
語
の
成
立
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

四
七


