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『

大

乗

起

信

『
大
乗
起
信
論
』
ー
|
以
下
原
則
と
し
て
『
起
信
論
』
と
略
記
す
る
ー
は
六
世
紀

の
中
頃
、
梁
の
武
帝
の
代
に
南
海
を
通
つ
て
渡
来
し
た
倶
諦
三
蔵
（
四
九
九
ー
・

(
1
)
 

五
六
九
）
に
よ
る
漢
諄
テ
ク
ス
ト
の
形
で
中
國
佛
敦
界
に
登
場
し
て
以
来
、
原

作
者
は
西
暦
一
世
紀
か
ら
二
世
紀
に
か
け
て
活
動
し
た
と
い
は
れ
る
イ
ン
ド
の

詩
人
ア
シ
ュ
ヴ
ァ
ゴ
ー
シ
ャ
（
馬
鳴
）
と
告
げ
ら
れ
て
を
り
、
こ
の
傭
承
ほ
唐

代
に
出
た
寅
叉
難
陀
（
六
五
一
ー
七
一

0
)
11
よ
る
新
繹
に
お
い
て
も
易
ら
ず
に

保
た
れ
て
ゐ
る
。
降
つ
て
華
厳
宗
の
第
三
祖
と
な
っ
た
賢
首
大
師
法
蔵
（
六
四

(
2
)
 

三
ー
七
―
二
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
大
乗
起
信
論
義
記
』
ー
以
下
原
則
と
し
て

『
義
記
』
と
略
記
す
る
ー
~
に
お
い
て
は
、
更
に
こ
の
偲
承
に
史
賓
的
な
信
憑
性

が
補
強
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
馬
嗚
と
い
ふ
名
前
の
由
来
に
燭
れ
て
「
此
の
菩

薩
初
生
の
時
、
諸
馬
感
動
し
て
息
ま
ざ
る
故
」
と
か
、
「
此
の
菩
薩
善
く
能
く

9

^

9

ナ

琴
を
撫
で
、
以
て
法
―
＝
目
を
宣
ぶ
る
に
、
諸
馬
聞
き
已
り
て
、
咸
悉
く
悲
嗚
す
」

と
い
っ
た
紳
話
的
な
奇
蹟
性
が
増
廣
さ
れ
て
ゐ
る
。
も
っ
と
も
馬
嗚
作
者
説
に

『
大
乗
起
信
論
』
ー
~
造
論
の
因
縁

論』

一七

封
し
て
は
早
く
か
ら
疑
惑
が
表
明
さ
れ
て
を
り
、
唯
識
學
振
の
無
著
や
世
親
を

こ
れ
に
擬
す
る
動
き
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
る
に
華
厳
敦
學
の
大
成
者
で
あ

る
法
蔵
の
解
繹
は
大
き
な
椛
威
を
確
立
し
て
ゐ
た
た
め
、
如
来
蔵
思
想
や
天
豪

本
覺
説
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
形
で

H
本
に
『
起
信
論
』
が
請
来
さ
れ
、
更
に
浄

土
敦
や
祁
宗
の
側
で
も
深
く
そ
の
恩
恵
に
浴
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
『
起
信

論
』
の
馬
鳴
作
者
説
や
印
度
撰
述
説
は
根
張
く
、
文
獣
學
的
方
法
に
基
づ
く
イ

ン
ド
佛
敦
の
近
代
的
研
究
の
確
立
者
の
一
人
で
あ
る
宇
井
伯
壽
で
さ
へ
も
、
馬

鳴
説
に
到
す
る
い
く
つ
か
の
否
定
論
を
検
討
し
た
上
で
、
「
最
初
か
ら
い
は
れ

て
居
る
と
考
へ
ら
る
る
馬
鳴
菩
薩
造
員
諦
三
蔵
繹
の
説
が
最
も
信
用
に
債
す
る

(
3
)
 

如
く
で
あ
る
」
と
述
べ
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。

漠
諜
佛
典
を
梵
文
テ
ク
ス
ト
と
封
照
さ
せ
な
が
ら
批
判
的
に
検
討
し
て
ゆ
く

基
礎
的
な
研
究
が
次
第
に
進
展
し
て
き
た
現
代
に
お
い
て
は
、
馬
鳴
作
の
偉
承

が
候
託
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
見
方
が
大
勢
を
占
め
つ
つ
あ
る
こ
と
は
も
は
や
動

か
し
難
い
だ
け
で
な
く
、

『
起
信
論
』
の
印
度
撰
述
説
そ
の
も
の
も
素
朴
に
支

持
さ
れ
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
て
き
て
ゐ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘

|

ー

造

論

の

因

縁

JI I 

崎

幸

夫



之
妙
旨
を
啓
き
、
再
び
昏
衝
を
曜
し
、
邪
見
之
顛
眸
を
斥
け
、
正
趣
に
蹄
せ
し

め
ん
と
欲
す
」
る
と
こ
ろ
に
造
論
の
根
本
動
機
を
見
よ
う
と
す
る
貼
に
お
い
て
、

「
継
持
少
文
」
を
旨
と
し
た
『
起
信
論
』
と
は
反
針
に
む
し
ろ
「
廣
論
の
文
多

ぎ
を
以
て
」
己
が
途
と
し
た
法
蔵
が
自
ら
を
馬
嗚
に
重
ね
合
は
せ
た
所
以
が
顕

れ
て
ゐ
る
の
を
看
取
し
う
る
で
あ
ら
う
。

(

1

)

宇
井
伯
壽
は
こ
の
年
代
に
つ
い
て
西
暦
五
五

0
年
説
を
採
つ
て
を
り
（
岩
波
文

庫
版
一
三
三
頁
）
、
最
近
の
す
ぐ
れ
た
研
究
で
あ
る
竹
村
牧
男
『
大
乗
起
信
論
読

釈
』
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
ゐ
る
（
同
書
五
頁
）
。

(

2

)

賀
叉
難
陀
と
同
時
代
人
で
あ
り
な
が
ら
法
蔵
が
『
義
記
』
を
著
す
に
営
つ
て
採

揮
し
た
テ
ク
ス
ト
が
侃
諦
諄
で
あ
っ
た
た
め
に
、
『
起
信
論
』
の
研
究
は
現
代
に

お
い
て
も
一
般
に
徳
繹
に
依
つ
て
行
は
れ
、
新
繹
は
ほ
と
ん
ど
顧
ら
れ
て
ゐ
な

い
。
宇
井
伯
壽
校
訂
の
岩
波
文
庫
版
の
ほ
か
、
村
上
専
精
、
島
地
大
等
、
望
月
信

享
の
版
も
菊
繹
に
依
つ
て
を
り
、
最
近
の
研
究
も
多
く
は
宇
井
版
に
基
づ
い
て
論

述
さ
れ
て
ゐ
る
現
吠
に
鑑
み
、
木
論
文
に
お
い
て
も
一
般
的
な
趨
勢
に
従
ふ
こ
と

と
し
、
テ
ク
ス
ト
の
章
分
け
と
そ
の
稲
呼
も
宇
井
版
に
合
せ
た
。
但
し
送
り
仮
名

あ
る
法
蔵
に
末
法
観
の
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ら
う
が
、

「
深
鰹

ら
ず
、
『
義
記
』
の
冒
頭
に
お
い
て
、
如
来
滅
後
の
危
機
的
情
況
を
「
異
執
紛

綸
し
、
或
い
は
邪
途
に
趣
き
、
或
い
は
小
径
に
奔
り
」
、
「
宅
中
の
賓
蔵
」
と

「
衣
内
の
明
珠
」
が
凡
作
に
蔽
は
れ
て
「
大
乗
の
深
旨
、
貝
葉
に
沈
み
て
尋
ね

ず
」
と
歎
い
た
後
に
、
窮
朕
を
打
開
せ
ん
と
し
て
登
場
し
た
「
大
士
」
と
映
じ

た
馬
嗚
の
姿
に
法
蔵
ほ
ど
の
卓
越
し
た
理
論
家
が
熱
い
想
ひ
を
高
ら
か
に
謳
ひ

上
げ
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
作
者
に
開
す
る
言
説
は
兎
も
角
と
し
て
、
馬
嗚
に

法
蔵
を
結
び
つ
け
た
深
い
感
動
は
お
そ
ら
く
現
代
に
も
そ
の
意
義
が
失
は
れ
て

ゐ
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
固
よ
り
中
國
佛
敦
の
最
盛
期
を
荷
つ
た
一
人
で

と
掲
げ
ら
れ
、
衆
生
利
盆
と
佛
法
の
無
窮
な
る
相
承
他
来
に
置
か
れ
て
ゐ
る
こ

と
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
乗
へ
の
正
信
を
起
し
、
一
二
賓
へ
の
蹄
命
を
痰
願
し
た

種
不
断
な
ら
し
め
む
と
欲
す
る
が
為
の
故
な
り
。
」

等
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
宇
井
版
に
依
存
せ
ず
、
元
緑
版
の
『
義
記
』
を
参
照
し

な
が
ら
、
筆
者
自
身
の
見
解
で
裁
蓋
し
た
。

し
か
し
新
藉
雨
繹
を
到
照
さ
せ
た
テ
ク
ス
ト
を
刊
行
し
た
明
石
恵
逹
が
そ
の

「
序
言
」
で
述
べ
て
ゐ
る
や
う
に
、
新
諄
も
劣
ら
ず
「
研
究
上
重
要
親
せ
ら
る
べ

き
も
の
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
軽
視
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
。

長
年
輝
宗
テ
ク
ス
ト
の
漢
文
に
親
し
ん
で
き
た
筆
者
に
は
い
く
ら
か
持
つ
て
廻
つ

た
表
現
の
多
い
蕉
繹
よ
り
は
直
戟
に
し
て
且
つ
論
理
的
な
新
諄
の
方
が
思
想
の
表

現
と
し
て
は
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
『
大
乗
起
信
論
裂
網
疏
』
六
倦

ー
ー
以
下
『
裂
網
疏
』
と
略
記
す
る
ー
を
著
し
た
明
代
の
智
旭
（
一
五
九
九
ー

一
六
五
五
）
も
「
二
繹
を
封
閲
す
る
に
唐
本
更
に
文
顕
義
順
と
な
す
」
（
延
賓
版

上
巻
三
頁
）
と
断
定
し
て
、
賓
叉
難
陀
諄
に
依
つ
て
註
繹
を
な
し
と
げ
、
行
文
に

透
徹
し
た
思
索
力
を
近
ら
せ
て
ゐ
る
。
ま
た
一
九
0
0年
に
刊
行
さ
れ
た
鈴
木
大

拙
諜
の
英
文
テ
ク
ス
ト
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も
宵
否
入
眸
H

砂
宰
諸

を
底
本
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
先
學
に
力
を
得
て
、
筆
者
は
積
極
的
に
新
繹
を

採
上
げ
て
ゆ
く
方
針
を
堅
持
す
る
こ
と
に
し
た
。

(

3

)

岩
波
文
庫
版
一
三
五
頁
。

序
分
」
の
最
後
の

「
衆
生
を
し
て
、
疑
を
除
き
、
邪
執
を
捨
て
、
大
乗
の
正
信
を
起
し
て
、
佛

四
句
か
ら
成
る
第
三
侶
に
お
い
て

『
起
信
論
』
造
論
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
ま
づ
「
第 一

八



そ
れ
を
「
除
」
＜
こ
と
は
「
第
二
段

衆
生
心
こ
そ
佛
法
を
継
い
で
ゆ
く
種
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
第
三
侮
は

「
佛
種
不
断
の
願
」
と
も
「
令
法
久
住
の
願
」
と
も
名
づ
け
ら
れ
る
。

賓
叉
難
陀
繹
に
お
い
て
は
最
後
の
二
句
は

「
信
を
起
し
、
佛
種
を
紹
が
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
、
我
此
の
論
を

造
る
。
」

と
改
め
ら
れ
、
造
論
の
目
的
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
ゐ
る
か
は
更
に
判
然
と
な
っ

て
ゐ
る
。
こ
の
第
三
偽
か
ら
み
て
も
、
智
慧
偏
く
、
無
擬
自
在
な
る
佛
身
の
憫

（
法
身
員
如
海
）
と
、
浦
浄
な
る
故
に
盛
き
る
こ
と
な
き
用
ら
き
を
現
ず
る
佛

身
の
相
（
無
量
功
徳
蔵
）
に
一
心
を
翠
し
て
還
源
す
る
に
到
つ
て
を
ら
ず
、
煩

悩
に
纏
は
れ
て
「
疑
」
と
「
邪
執
」
を
脱
し
得
て
ゐ
な
い
衆
生
を
主
な
到
象
と

し
て
『
起
信
論
』
が
造
ら
れ
た
こ
と
は
開
違
ひ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
勿
論

法
蔵
は
佛
果
を
約
束
さ
れ
た
正
定
豪
の
菩
薩
と
佛
道
未
信
の
邪
定
緊
も
利
盆
の

到
象
と
し
て
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
四

句
に
お
い
て
離
苦
得
架
に
向
け
て
導
か
う
と
欲
し
て
ゐ
る
の
が
第
一
義
的
に
は

「
未
だ
正
定
に
入
ら
ざ
る
」
と
こ
ろ
の
「
不
定
豪
衆
生
」
に
相
営
す
る
と
考
へ

法
蔵
は
更
に
第
一
二
侮
を
一
句
徳
に
検
討
し
て
、
第
一
句
の
「
衆
生
を
し
て
…

・
・
・
な
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
鍋
の
」
は
本
論
の
「
第
一
段
因
縁
分
」
に
相
嘗

し
、
第
二
句
の
「
疑
」
と
は
「
員
に
迷
ひ
、
架
を
失
ふ
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

「
第
一
章

立
義
分
」
と
「
第
三
段

『
大
乗
起
信
論
』
ー
—
造
論
の
因
縁

解
繹
分
」
の

顕
示
正
義
」
に
お
い
て
行
は
れ
る
と
述
べ
、
「
疑
惑
を
除
く
を
以
て
、

倶
架
を
悟
ら
し
む
る
」
こ
と
が
岡
ら
れ
る
と
見
倣
し
て
ゐ
る
。
次
の
「
邪
執
」

一九

「
如
来
の
廣
大
な
る
深
法
の
無
邊
義
を
結
振
せ
ん
と
欲
す
る
」

（
第
一
段
因
縁

と
は
「
妄
を
起
し
、
苦
を
種
う
る
」
こ
と
を
惹
き
起
す
が
、
か
か
る
「
邪
執
を

捨
て
る
」
た
め
に
は
「
解
繹
分
、
第
二
章
針
治
邪
執
」
が
常
て
ら
れ
て
を
り
、

そ
こ
に
お
い
て
「
痰
慢
を
遠
離
し
、
邪
網
等
を
出
づ
る
」
こ
と
が
行
は
れ
る
と

説
い
て
ゐ
る
。

の
域
に
ま
で
進
み
得
た
衆
生
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

行
を
起
す
か
を
知
」
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
ま
ず
「
究
党
根
本
の
法
」
と
す
べ
き

も
の
と
は
「
大
乗
」
の
教
へ
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
覺
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
と
と
も
に
「
未
だ
此
の
大
乗
に
於
て
何
等
の
行
を
起
す
か
を
知
」
る

に
は
到
つ
て
ゐ
な
い
の
で
、
「
信
」
こ
そ
「
衆
く
の
行
の
本
」
と
な
る
も
の
で

「
除
疑
」
、

か
く
し
て
「
既
に
員
に
於
て
疑
は
ず
」
、
「
邪
に
於
て
執
せ
ず
」

「
捨
邪
執
」
、

「
未
だ
何
れ
の
乗
に
於
て

「
起
大
乗
正
信
」
の
三
つ
の
用
ら
き
を
締
括
り
す
る

役
を
果
し
て
ゐ
る
と
見
倣
す
と
と
も
に
、
中
國
佛
敦
の
個
統
の
中
で
は
こ
の
句

が
華
厳
に
お
け
る
「
佛
種
子
を
衆
生
田
に
下
し
、
正
覺
の
芽
を
生
ず
」
と
い
ふ

思
想
に
聯
な
っ
て
ゐ
る
と
法
蔵
は
考
へ
て
を
り
、

こ
こ
に
相
営
す
る
の
は
「
第
五
段

言
十
一
一
句
よ
り
な
る
「
蹄
敬
偽
」
の
第
一
云
悩
を
以
上
の
や
う
に
見
渡
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
僅
か
二
十
字
よ
り
成
る
四
旬
の
各
々
が
五
段
に
分
た
れ
た
本
論
の
各

段
各
章
と
照
應
し
合
っ
て
を
り
、
そ
の
聰
闘
が
明
ら
か
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
義
記
』
の
説
明
と
照
合
さ
せ
な
が
ら
『
起
信
論
』
の
冠
序
に
位
置
す
る
五

勤
修
利
盆
分
」
で
あ
る
と
言
っ
て
ゐ
る
。

て
ゐ
る
。

『
起
信
論
』
本
論
に
お
い
て

「
第
四
段
修
行
信
心
分
」
で
あ
る
。
最
後
の
「
佛
種
不
断
」
に
つ
い
て
は
、

す
る
こ
と
を
説
い
て
ゐ
る
の
が
「
解
秤
分
、
第
一
二
章

分
別
被
趣
追
相
」
と

あ
る
か
ら
、

「
信
心
の
行
を
起
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
大
乗
の
数
へ
る
倶
如
を
覺

一方、



分
）
と
い
ふ
こ
と
を
主
題
と
し
た
『
起
信
論
』
に
お
け
る
論
議
の
構
造
全
髄
が

自
か
ら
浮
び
上
つ
て
く
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
侮
と
い
ふ
形
式
の
下
で
簡
約

さ
れ
た
表
現
で
は
あ
っ
て
も
、
「
序
文
」
の
詩
的
な
表
現
形
式
と
本
論
に
お
け

る
理
論
的
盟
系
的
な
思
惟
の
展
開
と
の
間
に
張
渡
さ
れ
た
息
づ
ま
る
呼
應
闘
係

を
感
得
さ
せ
な
が
ら
、
造
論
の
因
縁
が
漏
ら
す
と
こ
ろ
な
く
明
か
に
さ
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
『
起
信
論
』
の
各
段
を
形
造
つ
て
ゐ
る
こ
れ
ら
の
因
縁
を
順
次
辿

つ
て
き
て
結
末
に
到
つ
た
と
こ
ろ
か
ら
因
縁
全
盟
を
振
返
つ
て
み
る
な
ら
ば
、

「
衆
生
」
乃
至
「
衆
生
心
」
が
い
か
に
『
起
信
論
』
全
盟
の
要
と
な
っ
て
ゐ
る

「
大
乗
の
正
信
」
の
到
象
と
な

る
如
来
の
境
涯
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
妄
念
に
と
ら
ほ
れ
た
衆
生
を
超
え
た
仕
方

で
開
か
れ
た
に
相
違
な
い
が
、

か
か
る
言
語
と
思
惟
を
絶
し
た
員
如
の
現
前
を
、

衆
生
の
場
と
な
っ
て
ゐ
る
染
法
に
相
應
さ
せ
て
言
語
的
に
表
現
さ
れ
た
の
が

「
如
来
の
根
本
之
義
」
或
い
は
「
如
束
の
廣
大
な
る
深
法
の
無
邊
義
」
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
一
切
の
言
語
的
表
現
に
よ
っ
て
は
適
合
し
え
な
い
如
来
の
敦
説
を
、

「
穂
撮
」
と
い
ふ
高
度
に
思
解
的
な
操
作
に
よ
っ
て
精
選
さ
れ
た
基
本
命
題
の

組
合
せ
に
婁
換
さ
せ
た
『
起
伯
論
』
の
全
髄
が
「
衆
生
」
乃
至
「
衆
生
心
」
と

い
ふ
観
貼
に
よ
っ
て
深
く
貫
か
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

末
だ
「
大
乗
の
正
信
を
起
」
す
に
到
ら
ざ
る
凡
夫
は
自
己
を
一
切
の
他
か
ら

賑
別
し
て
、
そ
れ
ら
と
針
立
し
合
ふ
我
と
し
て
自
ら
を
定
立
し
、

か
と
い
ふ
こ
と
が
鮮
明
に
目
に
映
じ
て
く
る
。

か
か
る
我
を

存
在
の
根
本
原
理
と
し
て
確
立
さ
せ
る
こ
と
に
固
執
し
て
や
ま
な
い
た
め
に
、

涯
し
な
く
進
行
す
る
分
別
知
の
渦
巻
で
あ
る
無
明
に
包
ま
れ
る
。
し
た
が
つ
て

員
賓
在
と
は
一
切
の
限
定
を
脱
し
、
す
べ
て
の
射
立
の
本
に
撒
が
る
空
な
る
こ

と
を
認
識
し
得
ず
に
、
虚
空
よ
り
痰
せ
ら
れ
る
明
る
さ
に
透
化
さ
れ
る
見
通
し

が
立
た
な
い
。
そ
の
た
め
に
一
切
の
到
立
が
終
燻
し
た
「
究
党
涅
槃
」
と
い
は

れ
る
や
う
な
境
涯
に
入
る
門
が
閉
ざ
さ
れ
た
有
限
な
人
聞
に
と
つ
て
、
衆
生
心

と
は
最
も
身
近
か
な
存
在
了
解
の
形
態
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
外
に
出
る
こ

と
が
全
く
不
可
能
と
な
る
こ
と
の
ゆ
ゑ
に
、
人
開
は
不
断
に
妄
念
を
相
績
し
て

ゆ
く
こ
と
に
な
り
、
大
乗
の
常
謄
は
ま
す
ま
す
不
可
得
と
な
る
。
こ
の
や
う
に

差
別
を
存
在
の
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
際
限
な
く
分
裂
を
繰
返
へ
し
て
ゐ

る
情
態
を
人
間
が
苦
と
し
て
見
出
す
時
、
人
間
は
自
ら
を
凡
夫
ま
た
は
衆
生
と

そ
の
こ
と
か
ら
「
一
切
の
苦
を
離
れ
て
、
究
覚
の

し
て
認
識
す
る
の
で
あ
り
、

因
縁
分
）
ん
と
願
ふ
の
で
あ
る
。

「
序
文
」
最
後
の
四
句

は
こ
の
や
う
な
宗
教
的
要
求
を
懐
い
た
衆
生
の
た
め
に
焚
願
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ

れ
故
に
そ
れ
は
「
蹄
敬
傷
」
の
最
初
の
二
つ
の
偽
で
稲
へ
ら
れ
た
や
う
に
、

「
色
無
擬
自
在
」
の
用
ら
き
を
す
る
佛

「
最
勝
業
な
る
偏
知
」
に
充
た
さ
れ
、

身
の
證
（
法
身
）
か
ら
「
如
質
修
を
行
」
ず
る
十
地
の
菩
薩
ま
で
を
蹄
命
の
到

象
と
し
て
讃
へ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
無
量
の
功
徳
を
蔵
」
す
る
佛
身
の
大
悲
の
活
動
が
佛
法
僧
の
一
元
賀
か
ら
遥
に

離
れ
た
衆
生
心
を
軸
と
し
て
展
開
さ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
顕
示
し
よ
う

な
す
「
論
じ
て
曰
く
」
と
そ
れ
に
つ
づ
く
べ
き
「
法
有
り
」
と
の
間
に
「
蹄
敬

偶
」
の
第
三
偶
の
内
容
を
も
う
一
度
説
明
し
直
す
言
句
を
挿
入
し
て
、

と
欲
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
更
に
新
諄
に
お
い
て
は
、

「
大
乗

「
正
宗
分
」
の
痰
語
を

既
に
修
行
の
課
程
に
進
ん
だ
菩
薩
の
た
め
だ
け
の
も
の
と
は
せ
ず
、
む
し
ろ

一
心
に
佛
地
に
蹄
趣
せ
ん
と
す
る
願
心
を

柴
を
得
」

（
第
一
段

二
0



の
浄
信
を
猥
起
し
、
諸
の
衆
生
の
疑
暗
と
邪
執
と
を
断
じ
、
佛
の
種
性
を
し
て

(
[
）
 

相
績
し
て
断
ぜ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す
る
が
為
の
故
に
、
此
の
論
を
造
る
」
と
わ

ざ
わ
ざ
念
押
し
し
て
ゐ
る
程
で
あ
る
。

分
別
知
を
手
放
す
こ
と
を
怖
れ
、
謬
見
に
し
が
み
つ
く
が
故
に
慎
如
と
自
己

を
分
断
さ
せ
、

か
く
正
覺
か
ら
遠
去
か
ら
し
め
る
こ
と
が
更
に
自
己
自
身
を
ど

う
ご
め

こ
ま
で
も
分
断
に
追
込
ん
で
ゆ
く
疑
惑
の
暗
闇
に
露
＜
衆
生
心
を
射
治
邪
執
し

て
、
無
差
別
平
等
の
一
心
に
連
戻
す
道
と
し
て
宣
揚
さ
れ
た
の
が
「
大
乗
の
正

信
を
起
さ
し
め
る
」
こ
と
で
あ
り
、
純
一
無
雑
な
る
澄
浄
心
に
入
ら
せ
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
た
め
の
前
提
條
件
を
な
す
の
が
「
除
疑
」
と
「
拾
邪
執
」
で
あ

(
2
)
 

つ
ぢ
大
悲
の
到
象
に
常
る
「
衆
生
」
と
い
ふ
語
が
「
佛
種
不
断
の
願
の
始
に

置
か
れ
て
ゐ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
本
論
に
入
っ
て
『
起
信
論
』
の
大
網
を
提
示

し
て
ゐ
る
「
第
二
段

立
義
分
」
に
お
い
て
「
摩
阿
術
の
法
」
を
た
だ
「
衆
生

心
」
に
の
み
蹄
一
さ
せ
、
そ
の
内
に
す
べ
て
の
法
門
が
包
撮
さ
れ
て
ゐ
る
と
捉

へ
て
ゐ
る
見
地
に
直
接
通
じ
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。
か
く
し
て
「
佛
種
不
断
の

願
」
の
第
一
句
と
『
起
信
論
』
の
本
論
に
お
い
て
相
應
す
べ
き
箇
所
と
さ
れ
た

「
因
縁
分
」
に
眼
を
轄
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

1

)

鈴
木
大
拙
は
『
起
信
論
』
の
英
繹
に
つ
け
た
註
に
お
い
て
、
こ
の
や
う
な
繰
返

へ
し
は
「
新
諄
の
側
で
犯
し
た
謬
り
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
」

(
p
.
4
7
)

と
述
べ

て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
皮
相
の
見
解
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
次
註
参
照
。

(

2

)

「
欝
敬
偏
」
に
お
い
て
は
、
蕉
繹
、
新
諜
と
も
に
「
除
疑
捨
邪
執
」
の
方
が
先

に
語
ら
れ
、
「
起
（
大
乗
正
）
信
」
の
方
が
後
に
置
か
れ
て
を
り
、
衆
生
心
を
汚

濁
さ
せ
る
迷
妄
を
取
彿
ひ
、
心
の
雑
染
を
除
去
し
て
、
心
を
澄
浄
に
す
る
こ
と
が

「
起
信
」
の
前
提
と
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
受
取
れ
る
。
し
か
し
新
繹
の
「
焚
起

『
大
乗
起
信
論
』
ー
造
論
の
因
縁

序
」
の
や
う
に
、
逆
に
「
登
起
大
乗
浮
信
」
の
方
が
先
に
置
か
れ
る
と
、
「
摩
詞

術
の
法
」
へ
の
信
を
起
す
こ
と
が
先
に
要
求
さ
れ
、
慎
如
と
自
己
と
の
無
差
別
を

確
證
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
ら
の
内
に
目
覺
め
た
如
来
の
智
懇
の
御
蔭
で
「
疑

暗
と
邪
執
」
を
断
つ
こ
と
が
可
能
に
な
る
、
も
し
く
は
徹
底
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ

て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
智
旭
は
こ
の
貼
に
注
意
し
て
、
次
の
や
う
に
注
繹
し
て
ゐ

る
。
「
伽
の
中
に
て
、
先
に
除
疑
去
執
を
言
ひ
、
後
に
起
信
を
言
ふ
。
今
の
文
、

先
に
登
起
淫
信
を
言
ひ
、
後
に
断
諸
疑
執
を
言
ふ
は
何
ぞ
耶
。
」
と
い
ふ
問
に
劉

し
て
、
答
は
か
う
で
あ
る
。
「
若
し
自
行
に
約
す
る
な
ら
ば
、
則
ち
疑
を
除
き
、

執
を
去
り
て
よ
り
信
を
起
す
。
秤
の
雨
頭
の
低
昂
の
時
、
等
し
く
先
後
有
る
こ
と

無
き
が
如
し
。
若
し
化
他
に
約
す
る
な
ら
ば
、
則
ち
自
か
ら
先
に
大
乗
淫
信
を
登

起
す
。
乃
ち
能
く
諸
の
衆
生
の
疑
暗
邪
執
を
断
じ
、
佛
種
性
を
相
紺
し
て
断
た
ざ

ら
し
む
。
故
に
重
ね
て
述
ぶ
と
雖
も
、
璽
繁
の
過
無
し
」
と
。
つ
ま
り
「
節
敬

偶
」
の
順
序
に
立
て
ら
れ
る
の
は
、
自
力
に
よ
っ
て
修
行
し
て
覺
の
自
證
に
向
ほ

う
と
す
る
者
に
重
貼
を
置
い
た
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
秤
の
雨

端
が
上
っ
た
り
下
っ
た
り
し
て
か
ら
安
定
す
る
や
う
に
、
ど
ち
ら
が
先
で
ど
ち
ら

が
後
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
劉
し
て
、
自
力
に
よ
つ
て
修
行
す
る
力
を
持

た
な
い
衆
生
を
敦
化
す
る
利
他
行
に
璽
貼
を
置
く
場
合
に
は
、
は
つ
き
り
と
起
信

が
先
と
さ
れ
、
洋
信
が
得
ら
れ
た
後
に
、
除
疑
去
執
が
成
立
つ
c

し
た
が
つ
て
繰

返
へ
し
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
決
し
て
無
駄
な
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
ふ
。

こ
の
や
う
に
「
除
疑
捨
邪
執
」
と
「
起
信
」
と
の
開
に
先
後
の
順
序
が
逆
に
な

り
う
る
こ
と
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
佛
数
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
違
ひ
は
あ
っ
て

も
、
相
似
し
た
事
柄
を
問
題
に
し
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
が
想
ひ
起
さ
れ

る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
は
、
「
信
ぜ
ん
が
た
め
に
は
、
先
づ
知
解
せ

ょ
」
と
い
ふ
命
法
と
、
「
知
解
せ
ん
が
た
め
に
は
、
先
づ
信
ぜ
よ
」
と
い
ふ
命
法

と
の
い
づ
れ
が
第
一
義
的
で
あ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
生
涯
を
通
し
て
の
課
題

と
な
っ
て
ゐ
た
。
し
か
し
知
解
に
優
位
を
認
め
る
主
張
と
信
仰
に
優
位
を
置
く
主

張
と
は
彼
の
場
合
に
共
に
相
譲
る
こ
と
が
な
く
、
一
種
の
循
環
論
を
形
成
し
て
理

南
的
に
は
結
着
が
つ
か
な
い
ま
ま
に
相
互
に
補
合
っ
て
神
と
魂
と
の
充
足
的
な
闊



「
論
日
有
法
能
起
摩
詞
術
信
根
是
故
應
説
」

ま‘‘つ 一
段

「
第

係
を
成
立
た
せ
て
ゐ
る
。

『
起
信
論
』
の
「
除
疑
」
と
は
衆
生
が
と
ら
は
れ
て
ゐ
る
妄
念
す
な
わ
ち
誤
謬

判
断
を
破
棄
し
て
、
倶
如
に
正
し
く
相
應
し
た
「
正
解
」
（
因
縁
分
）
を
生
ぜ
し

め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
「
知
解
」
と
平

行
し
て
ゐ
る
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
他
方
に
お
い
て
、
『
起
信
論
』
の
側

で
も
「
第
五
段
勧
修
利
盆
分
」
に
お
い
て
、
「
如
来
の
甚
深
の
境
界
に
於
て
正

ク
ダ

信
を
生
ず
る
こ
と
を
得
」
る
た
め
に
「
衆
生
は
但
應
に
仰
い
で
信
ず
べ
し
」
と
い

ほ
れ
て
を
り
、
「
仰
信
」
が
「
浄
信
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
か
か

る
「
仰
信
」
も
鼠
に
劣
機
の
衆
生
だ
け
に
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
「
過

去
の
菩
薩
も
已
に
此
の
法
に
依
り
て
浮
信
を
成
ず
る
こ
と
を
得
た
り
」
と
い
は
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
超
越
誹
よ
り
恩
寵
を
通
し
て
輿
ヘ

ら
れ
た
信
仰
と
の
間
に
は
大
き
な
遥
庭
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
『
起
信

首
』
に
お
い
て
は
「
除
疑
捨
邪
執
」
と
「
起
信
」
と
は
相
互
に
因
と
な
り
果
と
な

る
開
係
に
あ
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
場
合
よ
り
も
更
に
根
源
的
な
仕
方
で
相

補
的
で
あ
る
と
言
へ
や
う
。
こ
れ
ま
で
の
『
起
信
論
』
研
究
に
お
い
て
こ
の
問
題

を
深
く
掘
下
げ
た
の
ほ
久
松
債
一
だ
け
で
あ
り
、
理
論
と
賓
践
、
解
繹
と
修
行
信

心
と
の
呼
應
闊
係
を
論
じ
て
、
「
先
解
後
行
は
、
先
行
後
解
と
一
臆
一
如
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
久
松
慎
一
『
起
信
の
課
題
』
、
理
想
社
昭
和
五
十
八
年

刊
二
八
頁
ー
ー
以
後
久
松
員
一
の
引
用
は
す
べ
て
こ
の
版
に
よ
る
）
と
説
い
て

ゐ
る
の
は
極
め
て
卓
抜
な
見
解
で
あ
る
。

序
分
」
の
検
討
を
了
へ
て
「
第
二

正
宗
分
」
に
入
る
と
、

因
緑
分
」
が
始
ま
る
前
に
「
骰
起
序
」
と
い
は
れ
る
一
節
が
置
か
れ
、 「

第

と
あ
る
。
冒
頭
の
「
論
曰
」
に
つ
い
て
は
、
元
緑
版
の
『
義
品
』
、

『
裂
網
疏
』
お
よ
び
宇
井
伯
壽
は
「
論
に
曰
く
」
と
訓
讀
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に

封
し
て
、

島
地
大
等
、
望
月
信
享
、

(
1
)

（

2
)
 

く
」
と
讀
ん
で
ゐ
る
。
柏
木
弘
雄
と
竹
村
牧
男
が
説
い
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ

村
上
専
精
、

を
捩
所
と
し
て
論
を
進
め
る
場
合
に
用
ゐ
ら
れ
る
行
き
方
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で

は
あ
く
ま
で
『
起
信
論
』
自
身
の
本
論
が
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
だ
と
い
ふ
こ
と

と
で
あ
り
、
納
得
で
き
る
説
明
と
思
は
れ
る
の
で
そ
れ
に
従
ふ
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
訓
讀
の
問
題
と
は
別
に
、
こ
の
場
合
に
閑
却
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

『
起
信
論
』
に
お
い
て
「
論
ず
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
い
か
な
る
事
態
を
指
し
て

『
義
記
』
は
解
題
の
箇
所
に
お
い
て
、

ジ
ャ
ク

謂
く
、
恨
に
賓
主
を
立
て
て
往
復
析
徽
し
、
正
理
を
論
量
す
る
が
故
に
、
名
、
、
つ

け
て
論
と
為
す
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。

「
議
論
を
集
む
る
」
と
い
ふ
こ
と
は
論
書

と
し
て
は
至
極
一
般
的
に
見
ら
れ
る
某
本
性
格
を
な
す
こ
と
で
あ
る
が
、
理
性

的
方
法
に
し
た
が
つ
て
或
る
主
題
を
論
究
す
る
場
合
に
は
、
ま
づ
學
的
認
識
の

封
象
と
そ
れ
を
認
識
す
る
主
謄
の
冨
別
を
立
て
る
こ
と
が
探
究
の
始
め
と
な
る
。

つ
い
で
主
麓
の
側
か
ら
到
象
に
つ
い
て
十
分
な
詔
識
を
も
た
な
い
ま
ま
に
不
分

明
な
像
を
表
象
す
る
と
、
賓
在
す
る
封
象
と
の
不
相
應
の
ゆ
ゑ
に
、
慎
賓
性
に

乏
し
い
表
象
し
か
産
出
し
得
な
か
っ
た
主
盟
の
虚
妄
性
を
打
破
る
や
う
に
し
て

劉
象
の
側
か
ら
蔽
ひ
が
一
枚
は
づ
さ
れ
、
そ
れ
以
前
に
見
え
て
ゐ
た
姿
よ
り
は

ゐ
る
の
か
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。

「
論
と
は
是
れ
議
論
を
集
む
る
也
。

の
宜
明
で
あ
る
か
ら
、

「
論
じ
て
曰
く
」
と
讀
む
の
が
妥
常
で
あ
る
と
い
ふ
こ

ギ、i
 

「
論
に
曰
く
」
と
い
ふ
讀
み
方
を
採
る
の
は
一
般
に
先
行
す
る
他
の
論
壽

明
石
恵
逹
は
「
論
じ
て
曰

延
賓
版
の



箕
如
と
は
本
質
的
に
不
相
應
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

「
仮
に
立

る
。
他
方
に
お
い
て
、
そ
れ
を
認
識
す
る
主
盟
と
な
る
の
も
未
だ
無
明
に
沈
む

一
層
高
い
普
遍
性
に
お
い
て
封
象
が
示
現
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
主

膿
と
客
髄
と
が
相
互
限
定
の
繰
返
し
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
象
の
分
析

は
自
己
自
身
の
分
析
に
轄
じ
、
自
己
の
超
出
は
ま
た
以
前
に
現
れ
て
ゐ
た
到
象

を
一
層
高
次
の
員
理
に
お
い
て
現
前
し
た
劉
象
に
轄
じ
さ
せ
る
。
こ
の
や
う
な

量
す
る
の
が
「
議
論
を
集
め
る
」
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
こ
で
注

意
さ
る
べ
き
は
「
賓
主
を
立
て
」
る
と
い
ふ
こ
と
が
「
候
に
」
と
い
ふ
形
で
見

出
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

象
と
さ
れ
る
の
ほ
一
切
の
言
詮
を
超
え
た
「
大
乗
の
教
へ
」
た
る
「
摩
詞
術
の

法
」
で
あ
り
、

『
起
信
論
』
の
場
合
に
は
、
議
論
の
射

し
か
も
そ
の
法
は
如
束
蔵
と
し
て
の
衆
生
心
に
集
め
ら
れ
て
ゐ

衆
生
心
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
賓
主
と
は
い
つ
て
も
、
本
来
の
姿
に
戻
れ
ば
主

客
の
劉
立
は
な
く
、
了
了
自
知
さ
れ
て
議
論
を
全
く
必
要
と
し
な
い
も
の
同
志

が
、
未
だ
本
来
的
な
在
り
方
が
成
就
さ
れ
て
ゐ
な
い
た
め
に
、
箕
如
自
謄
と
は

不
相
應
な
言
説
を
介
し
て
、
手
探
り
の
情
態
で
謬
見
を
次
第
に
除
去
し
て
ゆ
き

な
が
ら
、
〗
県
如
の
正
慢
に
接
近
し
て
ゆ
く
た
め
の
方
法
と
し
て
採
揮
さ
れ
た
の

が
「
論
」
で
あ
る
。
論
と
は
そ
れ
自
身
に
沿
い
て
は
決
し
て
員
な
る
も
の
で
は

な
く
、
賓
主
が
分
立
し
た
ま
ま
で
純
一
無
雑
な
在
り
方
か
ら
隔
た
り
、
正
理
に

適
合
し
て
ゐ
な
い
限
り
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
『
起
信
論
』

に
お
い
て
は
、
主
客
封
立
を
根
本
形
式
と
す
る
議
論
は
考
察
の
到
象
に
さ
れ
た

て
」
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
賓
主
の
開
で
往
復
析
徽
す
る
こ
と
は
、

『
大
乗
起
信
論
』
ー
造
論
の
因
縁

往
復
連
動
を
通
し
て
封
象
と
自
己
と
を
互
い
に
正
し
く
相
應
さ
せ
る
理
法
を
思

ゐ
る
。
第
一
に
は
『
義
記
』
、

明

目
指
し
て
を
り
、
議
論
の
完
成
は
議
論
が
自
己
否
定
に
陥
る
こ
と
で
あ
り
、
自

が
み
ら
れ
る
。

『
裂
網
疏
』
に
お
い
て
も
「
論
を
繹
」
し
て
次
の
や
う
に
同
エ
異
曲
の
表
現

「
問
辮
徽
析
剖
断
開
示
す
。
決
定
を
得
し
む
る
の
謂
な
り
。
若

し
く
は
、
語
言
文
字
に
藉
り
て
、
賓
義
を
顕
示
し
、
邪
執
を
到
治
し
、
正
道
を

修
行
す
る
の
相
を
分
別
し
、
勒
め
て
修
習
せ
し
む
。
是
れ
敦
の
決
定
な
り
。
云

云
」
と
。
こ
れ
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
こ
と
を
繰
返
す
こ
と
に

な
る
の
で
避
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
と
こ
ろ
で
「
論
」
が
展
開
さ
れ
る
具
髄
的

な
形
と
し
て
は
「
如
束
の
根
本
之
義
を
穂
掘
す
る
」
と
い
ふ
立
場
を
取
っ
て
ゐ

る
『
起
信
論
』
が
よ
く
い
は
れ
る
や
う
に
佛
敦
概
論
的
な
性
格
を
具
へ
た
著
述

で
あ
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
多
様
な
根
機
を
内
蔵
し
た
衆
生

に
〗
県
如
の
嘗
腔
を
覺
さ
せ
る
た
め
の
方
便
と
な
る
や
う
に
仮
に
法
と
し
て
立
て

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
員
質
相
に
お
い
て
は
法
も
亦
空
で
あ
り
、

束
無
き
も
の
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
久
松
員

(
3
)
 

一
の
い
ふ
如
く
、
造
論
の
目
的
は
「
論
に
よ
っ
て
論
を
遣
る
こ
と
」
に
あ
る
の

さ
て
話
を
元
に
戻
し
て
「
痰
起
序
」
の
文
句
を
採
上
げ
る
と
、

「
有
法
能
起

摩
阿
術
信
根
是
故
應
説
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
二
通
り
の
訓
讀
が
行
は
れ
て

石
の
版
で
あ
り
、

『
裂
網
疏
』
お
よ
び
村
上
、
島
地
、

「
法
有
り
、
能
＜
摩
詞
術
の
信
根
を
起
す
、
是
の
故
に
應
に

説
く
べ
し
」
と
讀
み
、
第
二
は
宇
井
、
柏
木
、
竹
村
の
ほ
か
武
邑
尚
邦
の
訓
讀

で
あ
る
。

己
突
破
に
よ
っ
て
の
み
自
己
寅
現
が
圏
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
を
と
ほ
し
て
賓
主
が
と
も
に
破
れ
て
亡
じ
、

羞
月
、

「
論
」
は
本

一
心
に
集
中
さ
れ
る
こ
と
を



「
法
」
で
は
な
い
、
と
い
ふ
こ
と

て
ゐ
る
や
う
に
「
人
々
に
信
を
起
こ
さ
し
め
る
」
如
き
「
敦
説
を
説
こ
う
」
と

言
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。
か
く
し
て
竹
村
は
「
少
な

く
と
も
語
法
上
、
説
く
べ
き
は
『
法
』
で
あ
っ
て
、

明
言
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
じ
訓
讀
を
採
揮
し
て
も
武
邑
の
場
合
は
ま

る
が
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
少
し
後
で
獨
れ
る
こ
と
に
す
る
。
と
こ
ろ
で
第
二

の
讀
み
方
と
は
異
な
っ
て
、
『
義
記
』
な
ど
の
や
う
に
「
法
有
り
、
能
く
…
…

を
起
す
」
と
訓
讀
し
た
場
合
に
は
大
菱
歯
切
れ
が
よ
く
、
漢
文
ら
し
い
高
ら
か

な
響
き
が
感
じ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
「
…
…
を
起
す
」
に
「
是
の
故
に
」
が
直

ち
に
繋
つ
て
ゐ
る
た
め
に
、
「
應
に
説
く
べ
し
」
が
承
け
る
の
は
、
上
方
に
置

か
れ
て
、
下
で
一
且
文
に
切
れ
が
入
っ
た
「
法
」
で
は
な
く
、
「
能
く
摩
阿
術

の
信
根
を
起
す
」
で
あ
り
、
竹
村
の
表
現
を
員
似
る
と
、
第
一
の
讀
み
方
を
採

れ
ば
、
説
く
べ
き
は
「
起
信
」
で
あ
っ
て
、

に
な
る
筈
で
あ
る
。
村
上
、
島
地
ら
の
版
で
は
こ
の
貼
に
つ
い
て
何
の
説
明
も

な
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
『
義
記
』
の
説
明
を
見
る
と
論
議
の
錯
綜
を
招
く
こ
と

っ
た
く
反
到
の
解
繹
に
立
つ
て
を
り
、
問
題
の
む
つ
か
し
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ

『
起
信
』
で
は
な
い
」
と

「
登
起
序
」
は
竹
村
の
考
へ

「
法
の
能
＜
摩
詞
術
の
信
根
を
起
す
有
り
、
是
の
故
に
應
に
説
く
べ

し
」
と
讀
ま
せ
て
ゐ
る
。
後
者
の
や
う
に
讀
ん
だ
場
合
に
は
日
本
語
の
響
と
し

て
ど
う
し
て
も
説
明
的
な
文
麓
と
な
る
や
う
に
感
ぜ
ら
れ
、
柏
木
と
竹
村
が
流

べ
て
ゐ
る
や
う
に
「
大
乗
の
信
根
を
起
こ
す
よ
う
な
『
法
』
が
有
る
こ
と
を
提

示
す
る
」
と
い
ふ
解
繹
へ
自
然
に
導
か
れ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
し
た
が
つ
て

こ
の
や
う
な
讀
み
方
を
す
れ
ば
「
應
説
」
が
直
接
に
受
止
め
て
ゐ
る
の
ほ
か
か

る
用
ら
き
を
す
る
「
法
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、

で
あ
り
、

ア
ヲ
＾

法
蔵
は
最
初
に
「
有
法
能
起
等
と
は
盆
を
標
す
な
り
。
郎
ち
所
説
之
義
、
其

の
勝
用
有
る
を
顕
す
」
と
説
明
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
「
法
有
り
、
能
く
…
…
を

起
す
」
と
い
ふ
一
句
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
が
、
「
盆
を
標
す
」
郎
ち
言
葉
に

よ
っ
て
表
現
さ
る
べ
き
大
乗
の
法
に
は
衆
生
心
に
到
し
て
「
摩
詞
術
の
信
根
を

起
す
」
と
い
ふ
す
ぐ
れ
た
「
妓
能
」
ま
た
は
「
勝
用
」
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を

判
然
と
目
に
映
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
。

し
た
が
つ
て
こ
こ
ま
で
は
柏
木
・
竹
村
と
ほ
訓
讀
の
相
違
が
解
繹
の
相
違
と
相

伴
つ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
上
の
説
明
に
つ
づ
い
て
「
是
故

應
説
と
は
説
を
起
す
な
り
。
能
詮
之
教
義
要
す
、
須
く
起
す
べ
き
を
顕
す
な

り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
後
に
「
法
有
り
と
は
縮
じ
て
法
の
義
を
學
ぐ
、
一
心
二

門
＝
―
-
大
之
法
、
郎
ち
所
説
の
法
髄
な
り
」
と
績
け
て
「
立
義
分
」
で
提
示
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
大
綱
が
示
さ
れ
、
更
に
「
解
繹
分
」
の
「
顕
示
正
義
」
に
あ
る

「
心
員
如
門
」
と
「
心
生
減
門
」
に
い
た
る
ま
で
敦
説
を
披
げ
て
ゐ
る
が
、
こ

の
こ
と
が
訓
讀
と
解
繹
と
の
閲
の
到
應
関
係
に
混
風
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ

て
ゐ
る
。
こ
の
條
に
お
い
て
は
「
是
故
應
説
」
は
「
起
信
」
の
用
ら
き
を
提
示

す
る
と
は
語
ら
う
と
せ
ず
、
「
應
説
と
は
説
を
起
す
な
り
」
と
主
張
し
て
、
そ

の
「
説
」
が
「
能
詮
之
敦
義
」
と
、
郎
ち
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
紐
典
（
敦
）
と
、

そ
の
意
味
内
容
を
解
説
し
た
文
言
（
義
）
と
解
説
し
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
應
説
」
の
目
的
が
「
一
心
一
一
門
三
大
」
ー
衆
生
心
・
心
員
如
門
と
心
生
減

門
・
饒
大
相
大
用
大
！
~
と
い
ふ
形
で
示
さ
れ
た
法
を
顕
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
法
蔵
は
途
中
か
ら
、
『
義
記
』
と
は
異
な

に
な
る
。

ニ
四



ろ
が
あ
る
と
見
な
す
こ
と
に
も
よ
る
が
、

『
義
記
』
の
解
説
が
決
定
的
と
な
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

解
繹
を
貫
く
た
め
に
、

『
大
乗
起
信
論
』
ー
ー
造
論
の
因
縁

に
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
」
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
ゐ
る
。

る
訓
讀
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
起
信
論
』
の
課
題
を
「
起
信
」
で
は
な
く

「
法
」
を
説
く
こ
と
に
見
出
さ
う
と
し
た
柏
木
・
竹
村
説
と
却
つ
て
軌
を
一
に

す
る
結
果
に
陥
つ
て
ゐ
る
。

こ
と
に
な
る
と
理
解
し
た
上
で
、

こ
れ
に
到
し
て
武
邑
尚
邦
は
、
『
義
記
』
の
や
う
に
「
法
有
り
、
能
<
·
…
•
•

を
起
す
」
と
讀
む
な
ら
ば
、
「
應
説
」
が
「
法
を
解
繹
す
る
こ
と
」
、
「
い
ひ

か
へ
れ
ば
、
大
乗
の
正
信
を
起
す
法
を
説
く
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
い
ふ
意
味

(
5
)
 

に
解
さ
れ
、
…
…
従
っ
て
本
論
の
中
心
は
法
の
解
説
に
あ
」
る
と
見
て
し
ま
ふ

「
し
か
し
果
し
て
『
起
信
論
』
は
こ
の
や
う

『
義
記
』
に
お

け
る
讀
み
方
に
封
し
て
提
起
さ
れ
た
武
邑
の
反
論
は
、
そ
も
そ
も
賢
首
大
師
の

解
繹
が
「
理
よ
り
信
へ
の
立
場
を
示
し
て
ゐ
」
て
、
法
の
重
視
に
片
寄
る
と
こ

「
是
故
應
説
」
の
箇
所
に
封
す
る

か
く
し
て
武
邑
は

「
本
論
の
主
題
は
起
信
に
あ
り
、
大
乗
に
あ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
ふ
自
ら
の

『
義
記
』
に
反
劉
し
て
「
法
の
能
く
…
…
を
起
す
有

り
」
と
い
ふ
讀
み
方
を
し
て
、
宇
井
伯
壽
と
讀
み
を
同
じ
く
し
て
ゐ
る
。
宇
井

説
に
し
た
が
っ
た
と
見
ら
れ
る
柏
木
・
竹
村
の
讀
み
方
は
武
邑
尚
邦
の
こ
の
や

う
な
解
繹
を
知
り
な
が
ら
、
武
邑
と
讀
み
は
同
じ
で
、
解
繹
は
反
到
と
い
ふ
行

ぎ
方
を
提
起
し
た
こ
と
に
な
る
。
筆
者
に
も
第
二
の
讀
み
方
を
す
れ
ば
「
應

説
」
の
射
象
は
「
起
信
」
で
は
な
く
「
法
」
で
あ
る
と
す
る
考
へ
方
の
方
が
自

然
な
や
う
に
思
は
れ
る
。
し
か
し
筆
者
が
参
照
し
た
武
邑
の
『
起
信
論
入
門
』

は
小
著
な
り
と
も
す
ぐ
れ
た
思
索
力
を
示
し
て
を
り
、
こ
れ
に
異
を
立
て
る
の

(

1

)

 

(

2

)

 

に
す
る
。

二
五

は
尚
ほ
憤
重
を
期
し
た
い
。

し
か
し
先
述
し
た
や
う
に
、
「
痰
起
序
」
に
閥
す

る
『
義
記
』
の
説
明
に
は
若
干
の
揺
れ
が
見
受
け
ら
れ
、
信
よ
り
も
理
を
重
ん

ず
る
と
い
ふ
法
蔵
の
基
本
的
な
姿
勢
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
最
初
の
開

「
焚
起
序
」
の
訓
讀
と
解
繹
と
の
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
組
合
せ
が
行
は
れ
て
き

た
こ
と
を
承
け
て
、
こ
こ
で
は
窮
餘
の
一
策
と
し
て
、

序
」
に
閥
す
る
説
明
を
終
へ
よ
う
と
す
る
に
常
つ
て
、
「
論
は
主
と
し
て
此
の

盆
を
見
る
に
因
る
。
是
の
故
に
要
す
、
須
く
説
を
起
す
べ
し
。
此
の
論
、
上
来

の
大
乗
起
信
、
是
の
故
に
應
に
是
の
論
を
説
く
べ
き
な
り
。
題
目
此
れ
に
依
り

て
立
つ
」
と
い
つ
て
打
切
つ
て
ゐ
る
箇
所
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
、
『
義
記
』

の
如
く
に
「
法
有
り
、
能
く
…
…
を
起
す
、
是
の
故
に
應
に
説
く
べ
し
」
と
訓

讀
す
る
こ
と
に
決
め
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
か
る
讀
み
方
は
却
つ
て

本
論
の
主
題
が
起
信
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
顕
示
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
法
の

能
く
…
…
を
起
す
有
り
」
と
訓
讀
す
れ
ば
、
起
信
よ
り
は
法
を
説
か
う
と
し
た

も
の
で
あ
る
と
見
倣
す
こ
と
に
す
る
。
以
上
の
や
う
に
諸
家
の
訓
讀
を
勘
案
し

て
み
た
結
論
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
焚
起
序
」
を
次
の
ご
と
く
讀
み
下
す
こ
と

「
論
じ
て
日
く
、
法
有
り
、
能
く
摩
詞
術
の
信
根
を
起
す
。
是
の
故
に
應
に

説
く
べ
し
。
」

て
ゐ
る
。

柏
木
弘
雄
、
大
乗
と
は
何
か
ー
『
大
乗
起
信
論
』
を
読
む
、
二
四
頁
。

竹
村
牧
男
、
大
乗
起
信
論
読
釈
、
六
三
ー
六
四
頁
。

は
む
し
ろ
武
邑
の
解
繹
に
一
致
し
て
を
り
、

『
義
記
』
が
「
装
起

「
法
」
よ
り
も
「
起
信
」
に
傾
い



す
る
」
、

「第

「
疲
起
序
」
の
形
式
的
側
面
に
つ
い
て
の
検
討
が
終
了
し
た
と
こ
ろ
で
、
思

想
内
容
の
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
今
述
べ
た
や
う
に
「
有
法
能
起
摩

詞
術
信
根
」
に
つ
い
て
は
二
通
り
の
訓
讀
が
行
は
れ
て
を
り
、
い
づ
れ
の
讀
み

方
を
採
る
に
し
て
も
、
「
法
」
と
い
ふ
文
字
が
印
度
佛
典
に
お
け
る
基
本
用
語

で
あ
る

d
h
a
r
m
a

に
劉
す
る
繹
語
と
し
て
使
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
と
、

そ
の
法
を
こ
の
文
脈
に
お
い
て
特
色
づ
け
て
ゐ
る
の
は
「
能
＜
摩
詞
術
の
信
根

を
起
す
」
と
い
ふ
用
ら
き
に
あ
る
と
い
ふ
貼
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
と
こ
ろ
が

な
し、

゜
漢
繹
佛
典
に
頻
出
す
る
「
法
」
と
い
ふ
語
は
そ
れ
に
常
て
ら
れ
る

d
h
a
r
m
a

と
い
ふ
語
の
多
義
性
に
應
じ
て
多
様
な
意
味
で
語
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
周
知
の
こ

と
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
『
形
而
上
學
』
に
お
い
て
何
度
も
「
存

在」
8
P

と
い
ふ
語
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
語
ら
れ
る
と
述
べ
た
の
を
遥
に
凌

駕
す
る
仕
方
で
語
ら
れ
て
ゐ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

V.
S. A
p
t
e
,
 
T
h
e
 

P
r
a
c
t
i
c
a
l
 S
a
n
s
k
r
i
t
 ,
 
E
n
g
l
i
s
h
 D
i
c
t
i
o
n
a
r
y
,
 
R
e
v
i
s
e
d
 
&
 E
n
l
a
r
g
e
d
 E
d
i
 ,
 

t
i
o
n

に
依
れ
ば
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の

d
h
a
r
m
a
と
い
ふ
名
詞
は
「
在
る
、

現
賓
に
存
在
す
る
、
生
を
持
績
す
る
」
、

「
維
持
す
る
、

る
」
、
「
所
有
物
や
行
為
を
保
つ
」
、
「
或
る
物
を
特
定
の
人
の
も
の
と
し
て
指
定

「
心
の
中
で
思
ふ
」
と
い
っ
た
、
極
め
て
多
様
な
意
味
を
も
っ
{d
h
r
 

的
敦
説
な
ど
、
以
上
の
や
う
な
極
め
て
多
様
な
意
味
を
も
つ
て
ゐ
る
と
さ
れ
、

し
た
が
つ
て
『
起
信
論
』
の
中
で
も
「
法
」
と
い
ふ
文
字
は
文
脈
に
應
じ
て
さ

(
1
)
 

ま
ざ
ま
な
意
味
で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
先
程
も
述
べ
た
や
う
に
、

こ
の
「
装
起
序
」
に
お
い
て
「
法
有
り
」
と
語
ら
れ
た
「
法
」
が
不
定
豪
に
位

く
は
「
勝
用
」
を
稜
現
す
る
ご
と
き
特
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
ゐ

る
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
今
列
學
し
た
敷
多
く
の
意
味
の
な
か
で
は
最
後
の

そ
れ
で
は
『
起
信
論
』
に
お
い
て
、
「
敦
説
」
と
い
ふ
意
味
に
お
け
る
「
法
」

(

3

)

 

(

4

)

 

(

5

)

 

四

久
松
員
一
、
起
信
の
課
題
、
四
0
頁。

竹
村
牧
男
、
前
掲
書
、
六
三
頁
。

武
邑
尚
邦
、
起
信
論
入
門
、
二
三
頁
。

保
存
す
る
、

持
績
す

臼
本
質
的
な
性
質
、
特
性
、
固
有
性
、
隔
性
⑳
様
態
、

仰
紐
験
的
事
物
、
個
別
的
具
腔
的
存
在
者
田
意
識
の
到
象
、
思
考

□

倶
理
、
理
法
四
箕
理
認
識
の
法
則
、
規
準
凶
宗
敦
心
因
宗
敦

が
具
腔
的
に
は
ど
の
や
う
な
内
容
と
順
序
で
展
開
さ
れ
て
ゐ
る
の
か
と
い
ふ
こ

と
に
つ
い
て
は
、

が
五
分
と
為
す
。

は
修
行
信
心
分
、

「
應
説
」
に
引
積
い
て
直
ち
に
「
説
く
に
五
分
有
り
、
云
何

一
に
は
因
縁
分
、
二
に
は
立
義
分
、
三
に
は
解
繹
分
、
四
に

五
に
は
勘
修
利
盆
分
な
り
」
と
い
ふ
風
に
『
起
信
論
』
の
目

次
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
今
そ
の
内
容
に
獨
れ
る

の
は
避
け
る
が
、
要
す
る
に
「
焚
起
序
」
以
降
に
繰
擦
げ
ら
れ
る
本
論
で
あ
る

正
宗
分
」
の
全
監
が
、
衆
生
心
に
到
し
て
「
摩
詞
術
の
信
根
を
起

「
宗
教
的
敦
説
」
が
相
應
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

す
る
衆
生
心
の
内
に
「
能
＜
摩
詞
術
の
信
根
を
起
す
」
と
い
ふ
「
放
能
」
も
し

性
格
、
性
清
、
本
性

類
似
性

内
容

習
慣
、
恨
例
、
行
為
の
規
範

善
、
徳
性
、
徳
が
具
つ
て
ゐ
る
こ
と

と
い
ふ
動
詞
の
語
根
か
ら
派
生
し
た
名
詞
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
、
日

⇔
果
す
べ
き
務
め
、
義
務

四
法
律
、
正
義

侭

国
道
徳
上
の
善
果
、

回
道
徳
、
倫
理

二
六



す
」
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

の
敦
説
」
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
こ
の
や
う
に
し
て
示
さ
れ
た
「
摩
詞
術
」
な

コ
一
種
」
に
分
た
れ
る
と
説
か
れ
、
そ
の
内
で
「
法
」
は
「
衆
生
心
」
と
い
ふ

た

だ

一

種

に

盛

き

、

「

相

大

」

、

「

用

大

」

と

い

ふ

「

―

―

―

種
」
に
分
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
で
更
に
「
解
繹
分
」
に
お
い
て
は
、
こ
の

「
一
心
」
で
あ
る
「
衆
生
心
」
に
は
そ
こ
に
参
入
す
る
た
め
の
「
心
員
如
門
」

と
「
心
生
減
門
」
と
い
ふ
「

1

一
種
の
門
」
が
備
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
説
か
れ
、

『
義
記
』
は
以
上
の
摩
詞
術
の
法
と
義
と
が
入
組
ん
だ
枠
組
全
麗
を
定
式
化
し

て
「
一
心
二
門
一
二
大
」
と
言
表
は
し
て
、
「
法
有
り
」
と
は
「
縮
て
の
法
の
義

を
學
ぐ
。
一
心
二
門
＝
―
-
大
之
法
、
郎
ち
所
説
の
法
監
な
り
」
と
説
明
し
て
ゐ
る
。

こ
の
こ
と
は
武
邑
が
論
難
し
た
や
う
に
、

「
法
を
解
繹
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
見
倣
し
て
ゐ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
言

つ
て
も
差
し
支
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
れ
に
針
し
て
、
武
邑
の
主
張
す
る
や
う

に
「
起
信
」
が
主
題
な
の
で
あ
る
と
い
ふ
観
黙
に
立
つ
な
ら
ば
、
そ
の
「
法
有

り
」
と
は
「
一
心
一
一
門
三
大
」
を
中
心
と
し
て
、
五
分
の
形
を
な
す
や
う
に
配

列
さ
れ
た
言
語
的
謄
系
と
し
て
、
衆
生
心
の
向
ふ
側
に
客
観
的
に
存
在
し
て
ゐ

る
と
い
ふ
こ
と
を
指
す
の
で
は
勿
論
な
く
、
そ
れ
自
身
は
言
葉
を
超
え
て
を
り

な
が
ら
、
衆
生
の
た
め
に
自
ら
を
「
敦
説
」
と
し
て
語
り
出
す
霜
憫
が
「
摩
詞

術
の
信
根
を
起
す
」
と
い
ふ
用
ら
き
を
襲
現
さ
せ
て
ゐ
る
こ
と
に
氣
づ
か
せ
よ

う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

言
語
と
い
ふ
方
便
に
依
つ
て
表
現
さ
れ
た
「
大
乗

『
大
乗
起
信
論
』
ー
造
論
の
因
縁

他
方
こ
の
貼
に
闊
し
て
、
法
蔵
の
讀
み
方
を
そ
の
ま
ま
承
歳
い
で
ゐ
る
智
旭

『
義
記
』
が
『
起
信
論
』
の
主
題
を

「
義
」
は
「
儒
大
」
、

る
も
の
は
「
立
義
分
」
に
お
い
て
は
、

二
七

は
ど
の
や
う
な
説
明
を
行
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。

「
法
有
り
と
は
、
卯
ち
下
の
文
の
所
詮
、

そ
の
全
文
を
示
す
と
、

一
切
の
衆
生
心
を
指
す
な
り
。
此
の

心
慎
如
の
相
を
説
い
て
、
郎
ち
大
乗
の
證
を
示
し
、
此
の
心
生
滅
の
因
縁
の
相

-
＝
慧
を
生
ぜ
し
め
、
乃
至
究
覚
し
て
成
佛
せ
し
む
る
を
、
名
づ
け
て
大
乗
の
侶

「
網
説
」
す
れ
ば
「
法
」
と
「
義
」
の

根
と
為
す
。
此
の
勝
盆
有
る
が
故
に
、
應
に
説
く
べ
き
な
り
」
と
誌
さ
れ
て
ゐ

る
。
ま
づ
「
下
の
文
の
所
詮
」
と
は
「
本
論
」
に
お
い
て
言
説
で
表
現
さ
れ
た

内
容
、
郎
ち
法
蔵
が
「
一
心
一
一
門
＝
―
-
大
」
と
定
式
化
し
た
敦
説
の
ご
と
き
大
乗

の
法
を
指
し
、
こ
の
や
う
な
敦
説
が
有
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限

「
下
の
文
の
所
詮
」
に
つ

づ
け
て
直
ち
に
そ
れ
を
「
一
切
の
衆
生
心
を
指
す
な
り
」
と
言
切
つ
て
ゐ
る
の

『
義
記
』
に
偏
満
す
る
理
論
的
態
度
に
較
べ
て
、
衆
生
に
直
接
働
き
か
け

よ
う
と
す
る
賓
賤
的
開
心
の
端
的
な
現
れ
を
感
じ
さ
せ
る
。
更
に
こ
れ
に
引
績

い
て
衆
生
心
の
説
明
が
な
さ
れ
て
を
り
、
「
一
心
二
門
三
大
」
と
い
ふ
抽
象
化

さ
れ
た
表
現
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
具
憫
的
な
内
容
に
即
し
な
が
ら
氣
迫
に
溢

れ
て
を
り
、
法
の
儒
系
を
構
造
化
す
る
こ
と
よ
り
は
衆
生
に
到
し
て
積
極
的
に

働
き
か
け
よ
う
と
欲
す
る
態
度
が
前
面
に
出
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
最
後
に
い
た

つ
て
『
起
信
論
』
の
課
題
が
何
よ
り
も
「
起
倍
」
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
寵
裁

に
語
ら
れ
て
を
り
、
法
蔵
と
は
異
な
っ
て
極
め
て
主
憫
的
な
精
誹
が
そ
の
鋭
鋒

を
見
せ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
智
旭
が
第
一
の
訓
讀
に
譴
ひ
な
が
ら
、
法
蔵
と
は
到
極
的
な
解
繹

を
打
出
し
た
の
は
、
彼
が
薔
繹
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
新
諄
に
基
づ
い
て
註
解

ま、
,9' 

り
で
は
『
義
記
』
と
一
致
す
る
や
う
で
は
あ
る
が
、

を
説
い
て
、
能
く
大
乗
の
燈
相
用
を
顕
示
す
。
諸
の
衆
生
を
し
て
、
聞
思
修
の



い
ふ
ま
で
も
な
く
「
起
信
」
と
い
ふ
テ
ー
マ
で
あ
る
。

を
行
っ
た
と
い
ふ
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
既

述
の
ご
と
く
、
寅
叉
難
陀
繹
で
は
「
論
日
」
と
「
有
法
」
と
の
聞
に
、
「
序

分
」
第
一
＝
傷
よ
り
も
更
に
八
字
多
い
「
大
乗
の
浄
信
を
稜
起
し
、
諸
の
衆
生
の

疑
賠
と
邪
執
と
を
断
じ
、
佛
の
種
性
を
し
て
相
績
し
て
断
ぜ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲

す
る
が
為
の
故
に
、
此
の
論
を
造
る
」
と
い
ふ
文
言
を
挿
入
し
て
を
り
、
し
た

が
つ
て
造
論
の
目
的
が
「
大
乗
起
信
」
に
あ
る
こ
と
を
片
時
も
見
失
ふ
ま
い
と

す
る
文
脈
の
中
で
智
旭
が
思
量
を
行
ひ
え
た
と
い
ふ
事
情
が
伴
つ
て
ゐ
た
や
う

に
思
は
れ
る
。

論
議
を
進
め
て
き
た
の
で
、

以
上
の
や
う
に
、
長
ら
く
「
猥
起
序
」
の
雨
端
に
置
か
れ
た
「
論
日
、
有

法
」
と
「
是
故
應
説
」
を
め
ぐ
つ
て
、
い
は
ば
形
式
的
な
問
題
を
中
心
に
し
て

こ
の
邊
で
雨
端
に
挟
ま
れ
た
「
能
起
摩
詞
術
信

根
」
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
思
想
的
な
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
は

(

1

)

鈴
木
大
拙
は
『
起
信
論
』
の
英
繹
に
お
い
て
、

d
h
a
r
m
a
な
る
語
の
多
義
性
の

ゆ
ゑ
に
、
文
脈
に
應
じ
て
次
の
や
う
に
諜
し
分
け
た
と
語
っ
て
ゐ
る
。

|
 "thing", 
"
l
a
w
 

`
9

疇
•
•truth" or "doctrine" 1

゜

さ
ら
に
そ
れ
が
「
慎
如
」
ー
s
u
c
h
n
e
s
s
(bhiitatathata)

と
同
義
で
あ
る
場

合
に
は
原
語
を
頭
文
字
に
し
て
•
•D
h
a
r
m
a
"
と
諜
し
た
、
と
語
っ
て
ゐ
る
。

(ibid., 
p, 4
7
)

。

(

2

)

大
拙
は
や
は
り
そ
の
英
諜
に
附
し
た
註
に
お
い
て
、

"
M
a
h
a
y
a
n
a
`
＂
と
い
ふ

術
語
は
通
常
は
「
小
乗
」

H
i
n
a
y
a
n
a
と
い
ふ
語
と
到
比
さ
せ
て
使
は
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
さ
う
い
ふ
仕
方
で
は
語
ら
れ
て
ゐ
な
い
や
う
に
思
は
れ
、
た
だ
輩
純
に

「
慎
如
の
偉
大
さ
」
を
指
摘
す
る
た
め
に
こ
の
語
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
述

べ
て
ゐ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
「
第
一
原
理
そ
の
も
の
」

the
first principle 

itself
に
g
i
へ
ら
れ
た
名
稲
で
あ
っ
て
、
哲
學
上
の
輯
系
や
数
圃
の
数
義
を
特
徴

づ
け
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
更
に
大
拙
は
占
'
M
a
h
a
y
a
n
a
"
と
い

ふ
語
の
こ
の
や
う
な
用
法
は
馬
嗚
が
活
動
し
て
ゐ
た
カ
ニ
シ
カ
王
國
を
包
ん
で
ゐ

た
寛
容
の
精
紳
に
通
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
と
推
測
し
て
ゐ
る
。

(ibid.,
p. 4
8
)
 

（
つ
づ
く
）
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